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茶道 と恋歌(二)

は
じ
め
に

私
は
前
論
稿

「茶
道
と
恋
歌

(
一
)」

に
お
い
て
、
茶
道

に
お
け
る
恋
歌

の

　
　

　

禁
止
の
実
状
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
そ
こ

で
は
、
①
恋
歌
を
掛
物

に
掛
け
る
こ

と
を
禁
ず
る
条
項
は
江
戸
時
代
初
期
に
始

ま
り
、
現
在
ま
で
そ

の
原
則
が
生
き

て
い
る
事
、
②
恋
歌

に
関
す
る
禁
止
事
項

を
設
け
て
い
る
の
は
千
家
流

の
茶
書

に
限
ら
れ
る
事
、
③
茶
会
記
に
よ
る
分
析

に
お
い
て
も
茶
書

に
見
ら
れ
た
禁
止

事
項
が
守
ら
れ
て
い
る
事
、
な
ど
が
明
ら

か
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
③

に
つ
い

て
は
江
戸
時
代
の
茶
会
記

に
お
け
る
使
用
例
に
よ

っ
て
確
認
し
た
の
み
で
あ

っ

て
、
明
治
以
降

の
い
わ
ゆ
る
近
代
以
降

の
茶
会
に
つ
い
て
は
考
察
を
行
な

っ
て

い
な
い
。

そ
こ
で
本
論
稿

で
は
、
明
治
以
降

の
茶
会

記
を
用

い
、
恋
歌
が
掛
け
ら
れ
た

茶
会
を
取
り
上
げ

て
そ

の
掛
物
が
選
ば
れ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
先
学
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
近
代
茶
道

の
歴
史
と

特
徴
を
簡
単

に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

明
治
維
新
後

の
茶
道
史

に
つ
い
て
は
、
既
に
い
く

つ
か
ま
と
ま

っ
た
著
作
物

　
　

　

が
あ
る
。
原
田
伴
彦

『近
代
数
寄
者
太
平
記
』、
熊
倉
功
夫

『近
代
茶
道
史

の

　
ヨ

　

　
る

　

研
究
』
、
同

『近
代
数
寄
者

の
茶

の
湯
』
、
同
編

『茶
道
聚
錦
』
6

(近
代
の
茶

　
ら

　

の
湯
)、
鈴
木
皓
詞

『近
代
茶
人
た
ち

の
茶
会
-
数
寄
風
流
を
楽

し
ん
だ
巨
人

　
　

　

た
ち
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
を
参
考

に
そ
の
歴
史
を
以
下

に
概
括

す
る
。

明
治
維
新

に
よ
る
政
変

に
よ
り
、
茶
道
界
は
大
き
な
打
撃
を
う
け
た
。
こ
れ

は
ひ
と
り
茶
道

に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
能
楽

・
香
道

・
歌
舞
伎
な
ど
現
在

で
は

「日
本

の
伝
統
文
化
」
と
称
さ
れ
る
も
の
の
多
く
が
経
営
困
難
な
状
態

に

陥

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
、
茶
道
界

に
お

い
て
は
、
明
治
五
年
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(
一
八
七
二
)
に
裏
千
家
十

一
代
家
元
玄
々
斎
宗
室
を
は
じ
め
と
す
る
三
千
家

が

「茶
道

の
源
意
」
と
い
う

一
文
を
草
し
て

「遊
芸
稼
ぎ
人
」
と
い
う

レ
ッ
テ

ル
を
貼
ろ
う
と
し
た
京
都
府
に
抗
議
し
、
遊
芸
か
ら
の
脱
出
を
は
か
ろ
う
と
し

た
。
熊
倉
功
夫
氏
は
、
こ
の
遊
芸

か
ら

の
脱
出

こ
そ
が
、
近
代
茶
道

の
出
発
点

　
　

　

で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。

明
治
五
年
に
お
け
る
立
礼
式

の
創
出
、
そ
し
て
明
治
十
年
代
に
盛
ん
に
な
る

神
社
仏
閣
に
お
け
る
献
茶
式
な
ど
様
々
な
努

力
が
茶
道

の
家
元
を
中
心
に
な
さ

れ
た
。

し
か
し
、
茶
道

の
復
興
は
茶
家
と
は
別
の
方
向
か
ら
展
開
し
た
。
そ

の
担

い

手
は
、
新
興
財
閥
、
政
府
高
官
な
ど
を
中
心

と
し
た
道
具
蒐
集
家

た
ち
、
す
な

わ
ち

「近
代
数
寄
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ

っ
た
。
当
初
、
彼
等

の
目
的
は

道
具

(美
術
品
)
の
蒐
集

で
あ

っ
た
。
だ
が
、
次
第

に
そ
れ
を
茶
会

に
お
い
て

披
露
す
る
と

い
っ
た
形
が
出
来
上
が

っ
て
い
く
。
こ
れ
が
明
治
三
十
年
前
後

の

こ
と
で
あ
る
。

や
が
て
、
近
代
数
寄
者
た
ち
は
様
々
な
会

を
作

っ
て
定
期
的
に
茶
を
楽
し
む

よ
う

に
な

っ
て
く
る
。
明
治
二
十
九
年

(
一
八
九
六
)
発
足
の
大
師
会
、
同
三

十
三
年

の
和
敬
会
、
同
三
十
五
年

の
十
八
会
、
同
四
十

一
年

の
篠
園
会
、
大
正

四
年

(
一
九

一
五
)
の
光
悦
会
な
ど
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中

に

は
現
在
も
続
い
て
開
催
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ

る
。
明
治
三
十
年
以
降
昭
和
十

年
代
ま
で
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
中
心
と
な

っ
て
茶
道
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
。

勿
論
、
こ
の
間
も
三
千
家
を
中
心
と
し
た
家
元
に
お
け
る
茶
道
も
様

々
な
工

夫
を
こ
ら
し
な
が
ら
、
そ
の
勢
力
を
盛
り
返
し
つ
つ
あ

っ
た
。
た
だ
し
、
多
く

の
人
々
の
注
目
は
常

に
近
代
数
寄
者

た
ち
の
茶
道

に
あ
り
、
家
元
を
中
心
と
す

る
伝
統
的
な
茶
道
は
ど
う
し
て
も
分
が
悪
か

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
十
年
代

に
近
代
数
寄
者

の
中
心
人
物
が
次
々
と
亡
く
な
る

と
、
家
元
た
ち
に
率

い
ら
れ
た
大
衆
に
よ
る
茶
道
が
そ
の
主
流
に
な

っ
て
い
く
。

熊
倉
氏

に
よ
る
と
、
例
え
ば
昭
和
十
五
年

(
一
九
四
〇
)
四
月
二
十

一
日
か

ら
三
日
間
に
わ
た

っ
て
大
徳
寺
に
お
い
て
行
わ
れ
た
利
休
三
百
五
十
回
忌
大
茶

会

に
は
、
「
も
は
や
数
寄
者

の
影
は
薄
く
、
ま
さ

に
三
千
家

の
家
元
に
結
ば
れ

る
千
家
流

の
流
儀
茶
人
が
主
役
で
あ
」
り
、
「三
日
間

の
会
期
中
、
集
ま

っ
た

人
び
と
は
五
千
人
を
超
え
、
そ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ

っ
た
大
徳
寺
法
堂

に
お
け

る
献
茶

の
様
子
が
京
都
中
央
放
送
局
か
ら
実
況
放
送
さ
れ
る
と
い
う
、
空
前
の

　
き

　

出
来
事
ま
で
添
え
ら
れ
た
」
と
い
う
。

そ
の
後
は
、
家
元
に
率

い
ら
れ
た
大
衆

に
よ
る
茶
道
が
中
心
的
な
役
割
を
担

っ
て
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
近
代
茶
道

の
特
徴
を
も
う

一
度
ま
と
め
て
お
く
と
、
次
の
三
点

に

な
ろ
う
。

一
つ
は
、
熊
倉
氏
が
指
摘
し
た

「遊
芸
か
ら
の
離
脱
」
で
あ
る
。
前
時
代
、

す
な
わ
ち
江
戸
時
代

に
は
茶
道
は
遊
芸
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
近
代

に
な

っ
て
単
な
る
遊
芸
か
ら
脱
出
し
、
伝
統
文
化

へ
と
変
化
し
た
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
家
元
を
中
心
と
し
た
茶
道

に
お
い
て
で
あ
る
。

二
点
目
は
、
近
代
数
寄
者
に
よ
る
道
具

(美
術
品
)
の
蒐
集
、
披
露
を
兼
ね

148



茶道と恋歌(二)

た
新
た
な
茶

の
ス
タ
イ
ル
が
生
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
大
名
に
よ
る

茶
道
も
こ
う

い
っ
た

一
面
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
た
こ
と
は
否
定

で
き
な

い
。
し

か
し
、
大
名

に
よ
る
茶
道
と
近
代
数
寄
者

の
茶
道
が
最
も
異
な
る
点
は
、
大
名

の
そ
れ
が
比
較
的
限
定
的
な
茶
道
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
近
代
数
寄
者
た
ち
の

そ
れ
は
横

の
つ
な
が
り
を
重
視
し
た
社
交
的
な
要
素

の
強
い
茶
道

で
あ

っ
た
。

勿
論
、
大
名
た
ち
に
よ
る
茶
道
も
そ

の
初
期

の
段
階
に
お
い
て
は
、
近
代
数
寄

者

の
如
く
社
交
的
な
要
素
も
強
か

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
教

養
、
嗜
み
と
い
っ
た
側
面
の
方
が
色
濃
く

な

っ
て
き
た
。
そ
れ
故
、
近
代
数
寄

者
た
ち
の
茶
道
は
、
大
名

た
ち
に
よ
る
茶
道
を
受
継
い
だ
も
の
で
は
な
く
、
新

し
く
創
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
等

の
茶
道
は
ほ
と
ん
ど
流
儀
と
云

う
も
の
に
縛
ら
れ
な

い
自
由
な
茶
で
あ

っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
特
徴

の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

三
点
目
は
、
茶
道

の
担

い
手
が
男
性
か
ら
女
性

へ
と
変
化
し
た
こ
と
で
あ

る
。

明
治
期
は
ま
だ
女
性

の
茶
人
と
い
う

の
は
少
な
か

っ
た
。
そ
の
後
、
茶
道
が
女

子
教
育
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
女
子
の
教
養

の

一
つ
と
な
り
、
そ
し
て
日
本

の
伝

統
文
化
と
認
識
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
彼
女

た
ち
が
茶
道

の
主
役
に
躍
り
出
た
。

特
に
第

二
次
世
界
大
戦
後
は
、
大
抵
の
茶
会

で
女
性

の
数
が
男
性
を
圧
倒
す
る

と

い
っ
た
状
況
が
今
日
ま
で
続

い
て
い
る
こ
と
は
、
周
知

の
通
り
で
あ
る
。

以
上
三
点
が
近
代
茶
道

の
最
も
大
き
な
特
徴

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

尚
、
前
論
稿
と
同
様
、
引
用
文

に
お
け

る
漢
字

に
つ
い
て
は
、
現
在

一
般
に

使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字

に
直
し
た
。
以
上

の
他
は
、
清
濁
な
ど
も
改
め
ず
原
書

通
り
に
引
用
を
行
な

っ
た
。
そ
し
て
引
用
文
中

に
明
ら
か
な
間
違
い
が
あ

っ
た

場
合
も
そ
れ
を
改
め
ず

に
記
す
こ
と
に
す
る
。

こ
の
よ
う
な
近
代
茶
道

の
歴
史
的
変
遷
と
特
徴
を
踏
ま
え
た
上
で
、
以
下
恋

歌
を
掛
物
に
用
い
た
茶
会
を
年
度

の
早

い
も
の
か
ら
順
に
取
り
上
げ
、
そ
の
意

図
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。
た
だ
し
、
恋
歌
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

わ
か

っ
て
い
て
も
、
そ
の
字
句
が
わ
か

っ
て
い
な
い
場
合
は
歌

の
意
味
が
把
握

で
き
な

い
た
め
考
察

の
対
象
か
ら
除
外
し
た

(例
え
ば
、
『安
田
松
翁
茶
会
記
』

明
治
三
十
五
年
六
月
六
日
の
三
井
高
保
主
催
の
茶
会
、
表
1
参
照
)。

明
治
以
降
の
茶
会

明
治
以
降
の
茶
会

に
ど
の
よ
う
な
歌
の
掛
物
が
掛
け
ら
れ
た
の
か
を
探

る
た

　
　

　

め
、
い
く

つ
か
の
茶
会
記
か
ら
歌
が
用
い
ら
れ
た
茶
会
だ
け
を
選
出
し
た

(表

1
)。
そ
の
中

で
も
特

に
恋
歌
が
掛
物

に
用
い
ら
れ
た
茶
会

に

つ
い
て
以
下
そ

の
理
由
、
効
果
な
ど
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
う
。

尚
、
最
後

に
茶
会
に
お
け
る
恋
歌

の
使
わ
れ
方

に
つ
い
て
総
括
す
る
た
め
、

前
論
稿

(5
ま
で
使
用
)
か
ら
の
通
し
番
号
を
用

い
る
。

明
治
の
茶
会
を
考
え
る
前

に
、
前
論
稿
で
は
不
明
と
し
た
茶
会

(3
)
に
つ

い
て
、
そ
の
趣
旨
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。
こ
の
茶

会
は
結
論
に
関
わ
る
重
要
な
茶
会

で
あ
る
の
で
、
特
に
論
じ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
論
稿

で
説
明
し
た
部
分
は
で
き
る
だ
け
、

省
略
す
る
。
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3

紀
州
徳
川
家
に
お
け
る
茶
会

文
化
七
年

(
一
八

一
〇
)
二
月
十
五
日

に
紀
州
徳
川
家

で
行
な
わ
れ
た
茶
会

に
恋
歌
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
道
具
組
は
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。

〈床
〉

小
倉
色
紙

こ
ぬ
人
を
の
歌

〈釜
〉

富
士
形
芦
屋

〈花
入
〉
利
休
作

一
重
切

〈花
〉

緋
桃

・
こ
ぶ
し

〈茶
入
〉
丹
波
焼

・
銘
橋
立

〈茶
杓
〉
少
庵
作
共
筒

　
り
　

〈水
指
〉
平
戸
焼
了
々
斎
箱
書

「
小
倉
色
紙
」
を
使
用
し
た
茶
会

で
あ
る
。
こ
の
茶
会

の
亭
主

(主
催
者
)
は

は
る
と
み

当
時
紀
伊
藩
主

で
あ

っ
た
徳
川
治
宝

(
一
七
七

一
～

一
八
五
二
)
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
こ
と
は
、
前
論
稿

に
も
述
べ
た
。

で
は
な
ぜ
、
二
月
十
五
日
に

「
こ
ぬ

人
を
…
…
」
の

「小
倉
色
紙
」
を
用

い
た
茶
会
が
行
な
わ
れ
た
の
か
。
そ
の
理

由
は
、
利
休
の
追
善
茶
会

で
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
に
判
断
す
る
理

由
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
こ
の
年
が
利
休

の
二
百
二
十
回
忌
の
年
に
あ
た
る

こ
と
。
も
う

一
つ
は
利
休
が
自
刃
し
た
の
が
、
二
月

(二
十
八
日
)
で
あ

っ
た

こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
理
由
か
ら
本

茶
会
が
利
休

二
百
二
十
回
忌
追
善

こ
う
し
ん
げ

が
き

茶
会

で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

こ
の
茶
会

に

『江
岑
夏
書
』
で
利
休
が
よ
い
と

　け
　

し
て
い
た

「小
倉
色
紙
」
を
掛
け
る
の
は
茶
会

の
趣
旨

か
ら
い

っ
て
も
ふ
さ
わ

し
い
と
い
え
よ
う
。
歌
意
も
、
今
は
亡
き
茶
聖
利
休
を
追
慕
す
る
気
持
ち
を
表

現
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
、
こ
れ
も
茶
会

の
趣
旨

に
適

っ
て
い
る
。
紀
伊
家
は

『江
岑
夏
書
』

の
著
者

で
あ

る
江
岑
宗
左
以
来
、
表
千
家
と
の
つ
な
が
り
が
強

い
。
前
論
稿

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
日

の
亭
主
と
思
わ
れ
る
治
宝
は
、
表

千
家
九
代
了
々
斎
宗
左

(
一
七
七
五
～

一
八
二
五
)
に
つ
い
て
茶
を
学
び
、
皆

伝
を
う
け
た
人
で
あ
る
。
そ
の
上
、
天
保
七
年

(
一
八
三
六
)
四
月
二
十
六
日

に
は
表
千
家
十
代
宗
匠
吸
江
斎
宗
左

(
一
七
八
八
～

一
八
六
〇
)
に
台
子
真
点

前

の
伝
授
を
行
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
表
千
家
流
は
こ
の
人
を
通
し
て
受
け
継
が

れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

こ
の
人
は
大
名

で
は
あ
る
が
、
表
千
家
流
茶
道

の

流
れ
を
汲
む
人

で
あ
る
と
考
え
る
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
道
具
も

千
家

に
ゆ
か
り
の
深
い
も

の
を
用
い
て
い
る
。
問
題
は
、
銘

「橋
立
」
と
い
う

茶
入

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

こ
の
茶
入
が
用

い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ

の
茶
入
は

『大
正
名
器
鑑
』
に
も
掲
載
さ
れ

て
い
て
、
そ
れ

に
よ
れ
ぽ
元
松
平
備
前
守
正

信

(
一
五
七
六
～

一
六
四
八
)
の
所
持

で
あ

っ
た
が
、
明
和

の
頃

(
一
七
六
四

～

一
七
七
二
)
京
都

の
三
井
家

に
伝
わ
り
、
そ
の
後
大
阪
の
鴻
池
新
十
郎
家

の

所
蔵
と
な
り
、
明
治
三
十
五
年

(
一
九
〇
二
)
頃
、
井
上
馨

(世
外
:
一
八
三
五

　ほ
　

～

一
九

一
五
)
の
所
望

に
よ
り
、
鴻
池
家
よ
り
井
上

に
譲
渡
さ
れ
た
と
い
う
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
井
家
や
鴻
池
家
は
表
千
家
と

つ
な
が
り
が
深

い
。
し
た
が

っ
て
こ
の
茶
入
は
い
ず
れ
か
の
家

か
ら
借
り
受
け
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
だ
が
、

こ
の
茶
入
を
用
い
た
の
は
、
銘

の
由
来
や
こ
の
茶
入
の
伝
来
な

ど
と
は
直
接
関
係
が
な
い
。
こ
の
茶
入
を
用
い
た
理
由

は
、
利
休
遺
愛

の
茶
壺
、
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銘

「橋
立
」
と
同
じ
銘
を
持

つ
か
ら
で
あ

ろ
う
。
『利
休
大
事
典
』
に
よ
る
と
、

「
こ
の
壷
は
か
つ
て
足
利
将
軍
家

の
蔵
品

で
、
の
ち
に
織
田
信
長
、
利
休
と
伝

わ
り
、
豊
臣
秀
吉
よ
り
の
再
三
の
所
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
休
は
こ
の
壷
を

大
徳
寺

に
預
け
」
た
程
大
切
に
し
て
い
た

「利
休
秘
蔵

の
茶
壺
」
で
あ

っ
た
と

　お
　

い
う
。
こ
の
壷
は
当
時
、
加
賀
前
田
家
が
所
持
し
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
使
用

す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、

そ
の
壷
と
同
じ
銘
を
持

つ
茶
入
を
治

宝
は
用

い
た
の
で
あ
る
。
以
上

の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
こ
の
茶
会
が
利
休
追
善

茶
会
で
あ

っ
た
事
は
ま
ず
間
違

い
な
く
、
利
休
不
在
の
不
如
意
感
を
表
現
す
る

た
め
に
、
こ
の
掛
物
が
選
ば
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
本
論
稿

の
本
来

の
目
的
で
あ
る
、
近
代
に
お
け
る
恋
歌
茶
会
に
つ
い
て

考
察
を
行
な
う
事
に
す
る
。

6

渡
辺
清
の
茶
会

明
治
三
十
四
年

(
一
九
〇

一
)
六
月
十

日
正
午

の
茶
会

で
あ
る
。
客
は
松
浦

詮

(心
月
庵
)、
伊
藤
雋
吉

(宗
幽
)、
岩
見

鑑
造

(葎
叟
)、
大
久
保
北
隠

(二

覚
庵
)
の
四
名

で
あ
る
。
こ
の
内
、
松
浦

と
伊
藤
、
岩
見

は
明
治
三
十
三
年
創

立

の

「和
敬
会
」

の
メ
ソ
バ

ー
で
あ
る
。

「和
敬
会
」
は
会
員
が
巡
回
し
て
茶

会
を
催
す
会
で
あ
り
、
松
浦
は

「和
敬
会
」
設
立

の
提
唱
者
で
あ
り
、
会
を
運

営
す
る
中
心
的
人
物

で
あ

っ
た
。
こ
の
茶
会

に
用
い
ら
れ
た
主
な
道
具
組
は
次

の
通
り
。

〈床
〉

定
家
卿
筆

小
倉
色
紙

見

せ
は
や
な

の
歌

〈
釜
〉

鷹
峰
大
虚
庵
円
形
浄
味
作

〈花
入
〉
山
崎
宗
鑑
作

一
重
切

・
銘

杜
宇

〈花
〉

か
く

<茶
入
〉
唐
物
丸
壷

く茶
碗
V
青
井
戸

〈茶
杓
〉
慶
首
座
作

共
筒

・
箱
原
叟
書
付

　レ
　

〈水
指
〉
信
楽
焼
筒
形
神
尾
所
持

さ
て
茶
会
当
日
、
床

に
は

「見
せ
は
や
な
…
…
」
の

「小
倉
色
紙
」
が
掛
け

ら
れ
た
が
、

こ
の
歌

は

『千
載
和
歌
集
』
巻
十
四

(恋
四
)
に
載
る
歌
で
あ

る
。

歌
の
作
者
は
殷
富
門
院
大
輔
で
あ
る
。

亭
主
で
あ

る
渡
辺
清

(幽
泉
:
一
八
三
五
～

一
九
〇
四
)
は
元
大
村
藩
士
で
あ

り
、
明
治
維
新

の
際
に
江
戸
城

の
無
血
開
城
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物

　お
　

で
あ
る
。
そ
の
功
績
に
よ
り
、
明
治

二
十
年
(
一
八
八
七
)
五
月

に
爵
位
(男
爵
)

を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
『高
橋
箒
庵
茶
会
記
』
に
は
、
塩
原
又
策

(三
共
株
式

会
社
の
創
始
者
)
家
に
移
築
さ
れ
た
茶
室
、
「転
合
庵
」
を
明
治
二
十
年

に
京
都

　　
　

の
寂
光
寺
よ
り
麻
布
霞
町

の
自
宅
に
移
築
し
た
人
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

彼

の
茶
歴
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
わ
か

っ
て
い
な
い
。
彼
は
元
武
士
で
あ
る
か

ら
大
名
茶
流

の
茶
道
を
行
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
師
承
が
明
確

で
な
い
た

め
、
ど
の
よ
う
な
茶
道
の
流
れ
を
汲
む
も

の
で
あ

っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
茶
会
は
正
客

で
あ
る
松
浦
詮
伯
爵

(
一
八
四
〇
～

一
九
〇

七
)
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
元
平
戸
藩
主

(松
浦
家
十
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二
代
当
主
)
で
あ
り
、
石
州
流
鎮
信
派

の
家

元
で
も
あ

っ
た
。
彼
は
茶
道
だ
け

で
な
く
、
歌
道
に
も
ひ
い
で
、
歌
会
始
奉
行
も

つ
と
め
る
と
い
っ
た
多
才
な
人

物
で
あ

っ
た
。
亭
主

で
あ
る
渡
辺
清
と
は

い
わ
ば
同
郷
で
あ
り
、
明
治
維
新

の

際
に
も
両
藩
は
協
力
し
て
維
新

に
功
績
が

あ

っ
た
。
ま
た
、
彼
等
は
共
に
嵯
峨

　
レ
　

源
氏

の
末
裔
で
あ
る
と
い
っ
た
共
通
点
を
も

つ
。
松
浦
は
六
月
六
日
夕
刻
に
東

京
か
ら
京
阪
地
方

へ
と
、
こ
の
茶
会
の
相
客

で
あ
る
伊
藤
雋
吉
、
岩
見
鑑
造
、

大
久
保
北
隠
を
伴

っ
て
出
発
し
て
い
る

(二
十
日
に
帰
京
)。
『松
浦
詮
伯
伝
』

に
は
、
「千
家
表
裏

の
風
炉
、
其

の
他
、
京

阪
数
寄
者

の
茶
会

に
臨
ま
ん
が
為

　
　
　

な
り
」
と
こ
の
旅

の
目
的
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
評
伝
に
お
け
る
六
月
十
日

の
記
述
は
こ
う

で
あ
る
。
「十
日
、
朝
餐
後

西
行
庵
を
訪
ひ
、
正
午
渡
辺
幽
泉

(清
の
こ
と
ー
筆
者
注
)
君
を
音
な
ふ
。
新

に
造
れ
る
瀝
菴

の
茶
室
に
案
内
す
。

　の
　

今
日
は
大
阪
な
る
広
岡
久
右
衛
門
も
亦
招

か
れ
て
同
席

し
た
り
き
。
(後
略
)」
。

こ
の
茶
会
に

つ
い
て
の
記
述

は
こ
れ
だ
け

で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
記
述

に
は
曲
ハ拠
と
し
た
茶
会
記

に
は
書
か
れ
て
い
な

い
情
報

が

い
く

つ
か
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
日

の
茶
会

は
京
都

の

「瀝

菴
」
と
い
う
茶
室
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う

こ
と
。
恐
ら
く
こ
の
茶
会
は
新
席
披

き
の
茶
会

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
茶
会
記
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た

大
阪

の
広
岡
久
右
衛
門
な
る
人
物
(両
替
商
加
嶋
屋
九
代
目
当
主
)
が
同
席
し
て

い
た
こ
と
、

で
あ
る
。
「瀝
菴
」
と

い
う
茶
室

に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多

い

が
、
こ
れ
が
京
都

で
行
な
わ
れ
た
茶
会
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
当
時
京

都
に
あ

っ
た
渡
辺

の
屋
敷
に
付
属
し
て
い
た
茶
室
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

　　
　

屋
敷

は
、
「西
洞
院
椹
木
町
」

に
あ

っ
た
。
こ
の
屋
敷
は
明
治
二
十
六
年

(
一

八
九
三
)
に
建

て
ら
れ
た
も

の
で
、
現
在

の
滋
野
中
学
跡
地

(現
在
は
廃
校
)

で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
昔
、
庸
軒
流

の
祖
、
藤
村
庸
軒

(
一
六

=
二
～

一
六
九

　ぬ

　

九

)
も

住

ん

で

い

た

ら

し

い
。

こ

の
辺

り

に

は
、

「
京

の
七

名

水

」

の

一
つ

で
あ

　カ
　

る

「
滋
野
井
」
が
あ
る
。
渡
辺
が

こ
の
地
を
選
ん
だ

の
も
名
水
が
あ

っ
た
か
ら

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
程
も
述

べ
た
よ
う
に
、
彼

の
茶
歴
に
つ
い
て
は
、
現

在

の
と
こ
ろ
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

っ
て
い
な

い
が
、
明
治

二
十
八
年

(
一
八
九

　
お
　

五
)
に
は
平
安
神
宮

で
献
茶
式

の
献
茶
主
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以

前

に
茶
道
に
親
し
ん
で
い
た
の
は
確
実

で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
渡
辺
が

「小
倉
色
紙
」
を
掛
け
た
目
的
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
と
思
う
。
渡
辺
が
こ
の
掛
物
を
選
ん
だ
最
大

の
理
由
は
、
松
浦
に
対
す
る

心
配
り

(配
慮
)
で
あ
る
。
渡
辺
は
松
浦

に
失
礼

の
な

い
よ
う

に

「小
倉
色

紙
」
を
選
ん
だ
。
先
述
し
た
よ
う
に
松
浦
は
元
平
戸
藩
主
、

つ
ま
り
元
大
名

で

あ
る
。
「小
倉
色
紙
」
は
江
戸
時
代

の
初
期

か
ら
大
名
道
旦
ハと
し
て
尊
重
さ
れ

て
き
た
と

い
う
歴
史
が
あ

る
。

つ
ま
り
、
「小
倉
色
紙
」
と
い
う
名
物

で
も

て

な
す
こ
と
は
、
客
に
対
す
る
最
高
級

の
心
配
り
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
れ
は
、
益
田
孝

(鈍
翁
)
が
後
年
、
高
橋
義
雄

(箒
庵
)
の

「
小
倉
色

紙
」
を
用
い
た
茶
会

に
招
か
れ
た
時
、
も
ら
し
た
感
想
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

小
倉
の
色
紙

で
お
茶
を
頂
戴
す
る
と
云
ふ
事
は
、
昔
は
大
々
名

で
な
け
れ
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ば
な
い
事
で
あ
る
の
に
、
今
度
箒
庵
氏

の
新
席
開
き

に
測
ら
ず
此
光
栄
を

得
た

の
は
誠

に
老
後

の
幸

で
あ

る
。

(中
略
)
大
々
名

の
お
茶

で
あ
る
か

ら
何
れ
の
茶
会

で
も
打
寛

い
で
勝
手

の
事
を
言
合
ふ
仲
間
も
今
日
ば
か
り

　
な
　

は
襟
を
正
し
て
大
々
名
に
な
つ
た
心
地
が
し
た
。

ち
な
み
に
、
こ
の
茶
会

に
用

い
ら
れ
た
色
紙
は

「
た
か
さ
こ
の
お
の

へ
の
さ

く
ら
さ
き
に
け
り
と
や
ま
の
か
す
み
た

〉
す
も
あ
ら
な
む
」

で
あ

っ
た
。
こ
の

よ
う
に

「小
倉
色
紙
」
は
そ
の
稀
少
性
、
歴
史
、
格
、
ど
れ
を
と

っ
て
も
超

一

流

で
あ
る
。
特

に
茶

の
世
界
で
は
、
歌
掛
物

の
掛
け
始
め
が

「小
倉
色
紙
」

で

あ

っ
た
か
ら
、
余
計
に
特
別
視
さ
れ
て
い
る
。
歌
掛
物
の
中

で
も
別
格
と
い
え

よ
う
。
元
平
戸
藩
主
で
あ
る
松
浦
に
対
す

る
最
高

の
も
て
な
し
で
あ
る
。
そ
こ

で
渡
辺
は
松
浦

の
客
と
し
て
の
格
を
尊
ん

で
こ
の
掛
物
を
選
ん
だ
。
こ
れ
が
最

大

の
理
由
で
あ

っ
た
。

動
機
と
し
て
は
か
な
り
小
さ
い
が
、
そ

の
他
に
考
え
ら
れ
る
理
由
を
二
つ
挙

げ

て
お
こ
う
。

一
つ
は
、
歌

の
意
味
か
ら
推
測
さ
れ
る

こ
と
で
あ

る
。
「見
せ
ぼ
や
な
」
と

い
う
詞

に
、
新
席

で
あ
る

「
瀝
菴
」
を
見
せ
た
か

っ
た
、
と
い
う
意
味
を
こ
め
、

「
い
ろ
は
か
は
ら
じ
」
と
い
う
詞
に
、
旧
知

の
仲
で
あ
る
と
い
う
親
愛

の
情
を

託
し
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
た
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

の
が

一
つ
目

の
理
由
。
そ
し
て
も
う

一
つ
の
理
由
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
松

浦
が
歌
に
通
じ

て
お
り
、
『百
人

一
首
』

を
好
ん
で
い
た
た
め
に
用

い
た
の
で

は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
。
残
念
な
が
ら
、
彼
が

『百
人

一
首
』
を
好

ん
だ
と

い
う
記
述
や
言
論
は
な

い
。
し
か
し
、
明
治
三
十
五
年

(
一
九
〇
二
)
二
月

二

十
三
日
か
ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で
行
な
わ
れ
た
松
浦
鎮
信
公
二
百
年
追
善
茶

会

(百
回
行
な
っ
た
)
の
終
了
後
、
彼

は
参
加
者

の
中

か
ら
百
人
に

『百
人

一

首
』

の
銘
を

つ
け
た
茶
碗
を
贈

っ
て
い
る
。
ど
の
茶
碗
が
当
た
る
か
は
籤
引
き

に
よ
る
抽
選
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、
渡
辺

に
は
銘

「
八
重
葎
」

の
茶
碗
が
当

　お
　

た

っ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
百
会
茶
会
と
い
う
こ
と
で
同
じ

「
百
」
の
つ
く

『百

人

一
首
』
を
選
ん
だ
も

の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
が
趣
向
と
し
て

『百
人

一

首
』
を
わ
ざ
わ
ざ
選
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
『百
人

一
首
』
を
好
ん
で
い

た
の
か
も
し
れ
な

い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
茶
会

で
用
い
ら
れ
た

「小
倉
色
紙
」
は
江
戸
時
代
を
通
じ

て
鴻
池
家
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同

一
の
も
の
で
あ
る
か
否

か
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
渡
辺
が
こ
の
色
紙
を
入
手
し
た
の
か
、
な
ど

不
明
な
点
が
多

い
。
今
後

の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
渡
辺
と
広
岡
久
右
衛
門

の

関
係

に
つ
い
て
も
い
ず
れ
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
蛇
足
に
な
る
が
、

ほ
と
と
ぎ
す

銘

「杜
宇
」
と
い
う
花
入
は
季
節
感
を
表
現
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
た
と
思
わ

れ
る
。

7

益
田
英
作
の
茶
会

益
田
英
作

(紅
艶
:
一
八
六
五
～

一
九
二

一
)
は
、
益
田
孝

(鈍
翁
)
の
末
弟

で
あ
る
。
高
橋
義
雄

(箒
庵
)
に
よ
る
と
、
「益
田
英
作
氏
は
長
兄

に
孝
男
、
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仲
兄

に
克
徳
と
云
ふ
大
家
を
控

て
、
兄
弟

三
人
何
れ
も
稀
代
の
数
寄
者
揃
ひ
で

あ
る
が
、
中
に
も
英
作
は
駄
々

つ
児
で
稚
気

に
富
み
、
若
年
の
頃
よ
り
奇
行
多

く
、
其
傑
作
に
至
り
て
は
、
人
を
し
て
抱
腹
絶
倒
せ
し
む
る
者
が
あ

つ
た
」
と

　あ
レ

い
う
。
さ
ら
に
、
彼

の
外
見

に
つ
い
て
高
橋

は

「紅
艶
は
三
十
歳
前
後

よ
り
非

常

に
肥
満
し
、
腹

は
便
々
と
し
て
布
袋

の
如
く
、
盆

の
窪
の
肉
塊
は
二
段
を
成

し
、
色
白
く
顔
面
紅
を
潮
し
て
愛
嬌
タ
ツ
プ
リ
の
目
尻
は
下
り
、
極
度
の
近
視

　が
　

眼
で
」
あ

っ
た
と
い
う
。

一
方
、
野
崎
広

太

(幻
庵
:

一
八
五
七
～

一
九
四
一
)

は

「紅
艶
は
人
も
知
る
物

の
蔭

よ
り
其
声

の
み
を
聞
け
ば
優
に
や
さ
し
く
女
優

に
も
し
て
見
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
其
体
格
や
豕
の
如
く
、
其
量
や
豕
四
頭
に
も
等

　
　
　

し
き
大
兵
肥
満

の
男
也
」
と
彼
の
外
見
を
評
し
て
い
る
。
彼
を
は
じ
め
、
益
田

三
兄
弟

は
い
ず
れ
も
、
表
千
家
不
白
流
、
川
上
宗
順

(
一
八
三
八
～

一
九
〇
八
)

に
茶
道

の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
る
。

彼
が
恋
歌
を
掛
け
た
の
は
、
明
治
四
十

三
年

(
一
九

一
〇
)
十
月
十
日
正
午

の
茶
会
で
あ

る
。
場
所
は
、
目
黒

の

「霊
水
庵
」

で
あ

っ
た
。
客
は
、
正
客
が

野
崎
広
太
、
そ
の
他
日
比
翁
助
、
和
田
豊
治
、
新
橋

「蜂
龍
」

の
女
将
と
、
新

橋

の
芸
妓
〆
子
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、
野
崎
広
太
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、

中
外
商
業
新
聞
社
長

(現
在
の
日
本
経
済
新
聞
社
の
前
身
)、
三
越
百
貨
店
社
長

な
ど
を
歴
任
し
た
実
業
家
、
日
比
翁
助
は
三
越

の
創
業
者
、
和
田
豊
治
は
富
士

紡

の
大
成
者
で
あ
る
。
ま
た
、
新
橋

「蜂
龍
」

の
女
将
は
本
名
を
梶
田
と
め
と

い
い
、
「木
挽
町
七
の
二
」
(当
時
は
京
橋
区
木
挽
町
、
現
在
の
中
央
区
銀
座
七
丁

　　
　

目
昭
和
通
沿
)
に

「蜂
龍
」
と

い
う
店
を

も

っ
て
い
た
。
「蜂
龍
」

は
、
益

田

家
と
縁
の
あ
る
店
で
、
益
田

の
兄
、
す
な
わ
ち
克
徳

(非
黙
)
は
明
治
三
十
六

年

(
一
九
〇
三
)
四
月
、

こ
の
店
で
倒
れ
、
亡
く
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
益
田

の
甥
に
あ
た
る
益
田
太
郎

(益
田
孝
の
長
男
)
は
、
「蜂
龍
」
で

一
風
変
わ

っ
た

　
み
　

趣
向

の
宴
会
を
催
し
て
い
る
。
芸
者
や
幇
間
を
大
阪
か
ら
動
員
し
て
、
万
事
関

西
風

の
趣
向
で
宴
会
を
や

っ
た

の
で
あ

る
。
「新
橋
駅
」
を

「梅
田
駅
」
、
「蜂

龍
」
を

「松
月
楼
」
(大
阪
の
有
名
な
料
亭
1
筆
者
注
)
と
呼
び
変

え
た
り
し
て

楽

し
ん
で
い
る
。
ま
た
、
新
橋

の
芸
妓
〆
子
は
、
名
を
柴
田
す
ず

(本
名
、
竹

村
す
ず
)
と
い
い
、
住
所
は

「
日
吉
十
」
(当
時
は
京
橋
区
日
吉
町
、
現
在
の
中
央

区
銀
座
八
丁
目
)
で
あ

っ
た
。
『京
橋
繁
昌
記
』
で
は
、
芸
妓
〆
子
は

「新
橋
芸

　　
　

妓
」
の
中

で
最
も
ラ
ン
ク
の
高

い

「
一
等
芸
妓
」

に
な

っ
て
い
る
。
当
時
人
気

　お
　

の
あ

っ
た
芸
妓
だ

っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
当
日
の
主
な
道
具
組
は
次

の
通

り
。

〈床
V

道
風
継
色
紙

「
あ
し
ひ
き
の
山
下
水

の
木
が
く
れ
て
た
き

つ
心
を
せ
き
ぞ
か
ね

つ
る
」

〈釜
〉

経
筒
与
次
郎
か

〈花
入
〉
伊
賀

〈花
〉

綿

・
桔
梗

・
野
菊

・
は
ち
す

・
他

一
種

(計
五
種
)

〈茶
入
〉
遠
州
作
薩
摩
瓢
箪

〈茶
碗
〉
柿

の
蔕

・
銘
渋
柿

〈茶
杓
〉
小
堀
権
十
郎
作
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茶道と恋歌(二)

　お
　

〈水
指
〉
南
蛮
蘭
鉢

本
席

の
床

に
入
る
と
、
小
野
道
風
筆

「継
色
紙
」
が
掛

っ
て
お
り
、
歌

は

「あ
し
ひ
き
の
山
下
水

の
木
が
く
れ
て
た
き

つ
心
を
せ
き
ぞ

か
ね

つ
る
」

で
あ

っ
た
。
こ
の
歌
は

『古
今
和
歌
集
』
と

『
後
撰
和
歌
集
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る

歌
で
あ
る
。

『古
今
和
歌
集
』
の
方
で
は
恋
歌

一

(巻
十

一
)
に
配
さ
れ
て
お

り
、
題
や
詞
書
、
そ
し
て
作
者
も
不
明
で
あ
る
。

一
方

『後
撰
和
歌
集
』

で
は
、

詞
書
に

「
女
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ

っ
て
歌
の
作
者

は

「
よ
し
の
朝

臣
」
と
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
歌

を
恋
歌
四

(巻
十
二
)
に
配
し
て
い

る
。
こ
の
相
違
が
何
故
起

こ
っ
た
の
か
は
不
明

で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
恋

の

気
分
の
強

い
歌
で
あ
る
。
下
の
句

「
た
き

つ
心
を
せ
き
ぞ
か
ね

つ
る
」
が
強

い

恋
心
を
表
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
益
田
が
こ
の
掛
物
を
使
用

し
た
理
由
は
何
か
。
こ
の
茶
会

に
は

二

つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ

る
。
そ
れ
が
ヒ

ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
つ
は
、
料

亭

の
女
将
と
芸
妓
が
参
会
し
て
い
る
事
。
も
う

一
つ
は
、
濃
茶
終
了
後
、
広
間

に
移
り
、
〆
子
に
三
味
線
を
持
た
せ
、

一
曲
唄
わ
せ
て
い
る
事
、
で
あ
る
。
そ

の
歌
詞
は

「あ

い
た
み
た
さ
は
飛
立

つ
ば

か
り
、
籠

の
鳥

か
や
う
ら
め
し
や

…
…
」
と
い
う
も

の
で
、
こ
れ
は
清
元

『権

八
』

(俗
に

「権
上
」
と
も
い
う
)

の

一
節
で
あ
る
。
亭
主

で
あ
る
益
田
は
、
恐
ら
く
最
初
か
ら

『権
八
』
を
唄

っ

て
も
ら
う
魂
胆
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
こ
の
日
の
い
で
た
ち

が
、
黒
羽
二
重
五

ツ
紋

の
着
流
し
に
、
白
献
上

の
博
多
帯
と
い
う
も

の
で
あ

っ

た
か
ら
で
あ
る
。
野
崎
は
、
益
田
の
い
で
た
ち
を
見

て
、
「
紅
艶
と
は
世
を
忍

ぶ
仮

の
名

に
て
ま
こ
と
は
白
井
権
八
、
音
羽
屋
の
体
を
仮
り
て
此
処

に
現
は
れ

た
る
か
と
疑
は
れ
ぬ
、
但
し
権
八
は
狂
言
綺
語

に
浮
名
を
流
し
艶
名
を
今

に
至

り
て
氓
び
ず
、
此
権
八
金
と
力
は
あ
る
が
聊
か
平
仄
に
合
は
ぬ
や
う
也
」
と
評

し
て
い
る
。
芝
居
気
た

っ
ぷ
り
の
演
出
で
あ
り
、
と
て
も
通
常

の
茶
会
と
は
思

え
な

い
。
益
田
は
こ
の
格
好
を

「初
入
」

の
と
き
か
ら
し
て
い
る
か
ら
、
茶
を

供
し
た
後
、
『権
八
』
で
も
唄

っ
て
楽
し
も
う
と
し
て
い
た
に
ち
が

い
な

い
。

茶
会
と
し
て
は
か
な
り
く
だ
け
た
集
ま
り
で
あ

る
。

こ
の
茶
会

は
、
遊
興
的
な
色
彩
が
か
な
り
濃

い
。
益
田
は
色
街
、
花
柳
界
の

世
界
を
、

こ
の
茶
会

に
も
持
ち
込
ま
せ
た
か

っ
た
に
違

い
な
い
。
そ
の
た
め
に

　　
　

恋
歌
を
用
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
茶
会
は

『野
崎
幻
庵
茶
会
記
』
に
収
載
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
著
者

で
あ
る
野
崎
広
太

の
次

の
よ
う
な
言
葉
か
ら
も
、
益
田

の
意
図
が
窺
え
よ
う
。
野
崎

は
、
「後
に
て
聞
け
ば
、
道
風

の
色
紙

を
披
露
す

る
に
は
趣
向
面
白
か
ら
ず
と
か
、
恋

の
色
紙

に
伊
賀
の
花
入
は
配
合

い
か
ゴ
あ

る
べ
き
」
な
ど

「種
々
の
批
評
も
あ
」

っ
た
が
、
そ
れ
に
は
賛
同
し
か
ね
る
と

し
、
「斯
る
趣
向
が
紅
艶

の
長
所
」
で
あ
り
、
「紅
艶
の
本
領
此
処
に
存
す
と
謂

　お
　

は
ま
く

の
み
」
と
こ
の
茶
会
を
評
し
て
い
る
。

こ
の
茶
会
記
事
を
読
め
ば
容
易

に
わ
か
る
事

で
あ
る
が
、
客
で
あ
る
と
共
に
記
録
者

で
あ
る
野
崎
は
、
こ
の
茶

会
の
趣
向
を
非
常
に
楽
し
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
日
比
と
和
田
は
付
き
合

い
き

れ
な
か

っ
た
の
か
、
途
中

で
退
席
し
て
い
る
。
恋
歌
は
茶
会
を
艶

っ
ぼ
く
す
る

た
め
に
用

い
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
亭
主

で
あ
る
益
田
の
趣
向
で
あ

っ

　お
　

た
の
で
あ
る
。
と
て
も
千
家
流
の
茶
道
を
行
な

っ
て
い
る
と
は
思
え
な

い
。
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彼

に
限
ら
ず

「近
代
数
寄
者
」
と
よ
ば

れ
る
人
々
は
多
く
千
家
流

の
茶
道
を

教
わ

っ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
非
常

に
自
由
に
茶
会
を
行
な

っ
て
い
る
。

そ

の
こ
と
は
こ
の
後
採
り
上
げ
る
茶
会
を
見

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
、
彼
等

「近
代
数
寄
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
千
家
流
茶

道

の
点
前

は
習
得
し
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ

の
精
神
的
な
部
分
ま
で
は

千
家
流

に
染
ま

っ
て
お
ら
ず
、
か
な
り
自
由
度

の
高

い
茶
会
を
催
し
て
い
た
ど

い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
茶
碗

に
銘

「
渋
柿
」
を
用

い
て
い
る
の
は
、
季
節

感
を
表
現
す
る
た
め
で
あ
り
、

こ
の
日
掛

け
ら
れ
た
掛
物
は
英
作

の
死
後

(英

作
は
大
正
十
年
没
)
の
大
正
十
二
年

(
一
九

二
三
)

一
月
二
十
二
日
に
行
な
わ
れ

　サ
　

た
益
田
英
作
家
入
札

に
お
い
て
、

二
万
七
千
九
百
円
で
落
札
さ
れ
た
と
い
う
。

当
時

の
公
務
員

の
初
任
給
が
七
十
五
円
と

い
う
か
ら
、
こ
の
掛
物
が

い
か
に
高

値
で
売
却
さ
れ
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

8

益
田
孝
の
茶
会
①

益
田
孝

(鈍
翁
:
一
八
四
七
～

一
九
三
八
)
は
、
高
橋
義
雄

(箒
庵
)
と
共
に

近
代
茶
道
史
を
語
る
上
で
不
可
欠
な
存
在

で
あ
り
、
利
休
以
来

の

「
大
茶
人
」

と
も

い
わ
れ
た
近
代
茶
道

の
大
立
者
で
あ

る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
三
井
財
閥
を

創
り
上
げ
た
実
業
家
の

一
人

で
も
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
も
表
千
家

不
白
流
の
川
上
宗
順
に
師
事
し
た

一
人
で
あ
る
。

彼
が
恋
歌
を
掛
け
た
の
は
明
治
四
十
四
年

(
一
九

=

)
六
月
二
十
二
日
正

午

の
茶
会
で
あ
る
。
こ
の
茶
会
は
道
具
商

伊
丹
元
七

(元
庵
)
の
追
悼
茶
会

で

あ

っ
た
。
伊
丹
は
益
田
の
初
期

の
道
具
収
集

に
深
く
関
わ

っ
た
道
具
商

の

一
人

で
あ
る
。
そ
の
彼
が

こ
の
月

の
六
日
に
脳
溢
血
で
死
亡
し
た
の
で
、
そ
れ
を
追

悼
す
る
茶
会
を
益
田
は
ひ
ら

い
た
。
場
所
は
築
地
別
邸
内

に
あ
る
草
庵

で
あ

っ

た
が
、
こ
れ
は
元
日
本
橋
南
茅
場
町
に
あ

っ
た
も

の
を
移
築

し
た
も
の
で
、
移

築
に
際
し
伊
丹
は
、
そ
の
監
督
者
と
な

っ
て
指
揮
し
た
と
い
う
。
こ
の
日
の
相

客
は
、
実
業
家

の
馬
越
恭
平

(化
生
)、
伊
丹

の
女
婿
小
倉
惣
右
衛
門
、
同

じ

く
実
業
家

の
朝
吹
英

二

(柴
庵
)、
岩
原
謙
三

(謙
庵
)、
野
崎
広
太

(幻
庵
)

　　
　

と
、

い
ず
れ
も
伊
丹
と
深

い
関
わ
り
が
あ

っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
正
客
は
馬
越
、

末
客
は
小
倉
で
あ

っ
た
。
主
な
道
具
組
は
次

の
通
り
。

〈床
〉
今
川
了
俊
筆
定
家
未
来
記
証
歌
四
首
歌
切

「
人
は
い
さ
き

の
ふ
の
雪

の
跡
も
な
く
け
さ
は
消
え
ぬ
る
夢
も
は
か

な
し
」

「夕
暮
は

つ
ら
き

の
風

の
う

つ
の
や
ま
お
も
ひ
を
誰
か
つ
た
の
し
た

み
ち
」

「あ
た
人
を
松

に
あ
ら
し
の
明
か
ね
て
い
う
に
見
す

へ
き
言

の
葉
も

な
し
」

「う
ら
か
れ

の
庭

の
む
ら
萩
秋
暮
れ
て
人

の
こ
〉
ろ
の
あ
と

の
や
ま

か
せ
」

〈
釜
〉

大
西
五
郎
左
衛
門
作

・
竹
鐶
付

〈
花
入
〉
半
月
形
釣
花
入

〈
花
〉

白

の
睡
蓮

一
輪
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〈茶
入
〉
五
郎
作
棗

〈茶
碗
〉
粉
吹

・
阿
弥
陀
仏

の
名
号
を
現
し
た
も
の

〈茶
杓
〉
庸
軒
作

　
む
　

〈
水
指
〉
伊
賀

彼
が
掛
け
た
の
は
今
川
了
俊
筆
定
家
未

来
記
証
歌
四
首

の
歌
切
で
あ

っ
た
。

四
首
と
も

『未
来
記
』
恋
部
に
あ
る
歌

で
あ
る
。

一
首
目

「夢
も
は
か
な
し
」、

三
首
目

「見
す

へ
き
言

の
葉
も
な
し
」
な
ど
、
随
所
に
故
人
を
悼
む
気
持
ち
が

汲
み
取
れ
る
歌
詞
を
含
ん
で
い
る
。
後
入

の
床
に
は
、
白

い
睡
蓮

一
輪
を
飾

っ

て
い
る
が
、
こ
れ
も
追
悼

の
意
を
表
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

道
具
類

は
益
田
が

「
一
言
申
述

べ
置
き
た
き
事
あ
り
」
と
し
て
、
「当
日
席
中

使
用
の
器
物
は
、
概
ね
元
庵
よ
り
購
ひ
た

る
も

の
に
係
る
」
と
説
明
し
た
よ
う

　
の
　

に
、
い
ず
れ
も
伊
丹
所
縁

の
品
々
で
あ

っ
た
。
茶
碗

に

「阿
弥
陀
仏
」

の
名
号

の
あ
る
粉
吹
茶
碗
を
用

い
て
い
る
の
も
、
追
悼

の
気
持
ち

の
表
れ
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
茶
会

の
趣
旨
や
道
具
組
な
ど
か
ら
見
て
、
追
悼
の
意
を
表
す
る
た
め
に
、

恋
歌
の
…掛
物
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
旨

か
ら
は
外
れ
る
も

の

の
興
味
深

い
事
実
が
あ
る
。
実
は

『未
来
記
』

の
歌
と

い
う

の
は
、
定
家
が
悪

い
歌

の
見
本
と
し
て
挙
げ
た
歌
を

　れ
　

収
載
し
た
も

の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
『百
人

一
首
』
や

『近
代
秀
歌
』
な
ど
が
、

良

い
歌

の
見
本
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
と

は
、
全
く
正
反
対

の
性
質
を
持

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
益
田
が
用

い
た
恋
歌
は
本
来
、
悪
歌
の
見
本

で

あ

っ
た
わ
け

で
あ
る
。
と
も
か
く
、
歌
意

か
ら
し
て
故
人
を
追
悼
す
る
気
持
ち

は
十
分
に
く
み
と
れ
る
か
ら
、
元
来
が
悪
歌

の
見
本
で
あ

っ
て
も
そ
ん
な
こ
と

は
問
題
で
な
く
、
こ
の
掛
物
は
本
茶
会

に
十
分
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

9

瓜
生
震
の
茶
会

瓜
生
震

(百
里
:
一
八
五
三
～

一
九
二
〇
)
は
、
若
い
頃
長
崎
で
蘭
学
を
学
び

坂
本
竜
馬

(
一
八
三
五
～

一
八
六
七
)
率

い
る

「海
援
隊
」
に
属

し
て
い
た
。

そ
の
後
、
岩
倉
使
節
団

に
加
わ
り
、
欧
米
を
視
察
。
後
に
、
高
島
炭
鉱
長
崎
支

店
長
、
麒
麟
麦
酒
、
東
京
海
上
保
険
、
三
菱

の
副
支
配
人
等
を

つ
と
め
た
実
業

家

で
あ
る
。
彼
も
先
述
し
た

「和
敬
会
」
の
メ
ン
バ
ー
の

一
人

で
あ

っ
た
。
彼

が
ど
の
流
派
の
茶
を
学
ん
だ
か
は
不
明
で
あ
る
。
彼
が
恋
歌
を
用
い
た
茶
会
を

催

し
た
の
は
、
明
治
四
十
五
年

(
一
九

一
二
)
六
月
十
四
日
正
午

の
和
敬
会
月

次
茶
会
で
あ
る
。
客
は
、
道
旦
ハ商
山
澄
屋
主
人
山
澄
力
蔵

(宗
澄
)、
同
じ
く

道
旦
ハ商
好
古
堂
主
人
中
村
作
次
郎
、
料
亭
八
百
善
主
人
栗
山
善
四
郎
、
実
業
家

の
野
崎
広
太

(幻
庵
)、
東
京
茶
道
会
な
ど
を
組
織
し
た
宮
北
宗
春

(自
久
庵
)

で
あ

っ
た
。
主
な
道
旦
ハ組
は
以
下

の
通
り
。

〈
床
〉

慈
鎮
詠
草

「橋
五
月
雨
:
さ
み
た
れ
は
草
の
ま
く
ら
の
も

の
う
き
に
な
を
す
み

よ
し
や
ま
つ
の
し
た
ふ
し
」

「盧
橘
:
さ
ら
ぬ
た
に
む
か
し

〉
の
ふ
の
軒
ち
か
き
は
な
た
ち
花

に

か
ほ
る
こ
ろ
も
て
」
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「寄
蛍
火
恋

:
わ
か
恋
は
も
ゆ

る
ほ
た
る
の
い
ろ
見

へ
て
ね
を
こ
そ

た
て
ね
人
や
知
る
ら
む
」

〈釜
〉

芦
屋

〈花
入
〉
南
蛮
ち
ま
き

・
覚
々
斎
箱
書

「花
入
れ
て
な
か
め
よ
し
野
や
あ
め

ち
ま
き
」

〈花
〉

薊

(栗
山
の
贈
り
物
)

〈茶
入
〉
亡
羊
丸
棗

〈茶
碗
〉
青
井
戸

・
銘
養
老

〈茶
杓
〉
江
岑
作

・
銘
蛍

　れ
　

〈水
指
〉
木
地
釣
瓶

歌
は
、
二
首
目

の
三
句
目
が

「軒
ち
か
み
」
、
三
首
目
五
句
目
が

「人
や
知

　ゐ
　

り
け
む
」
が
読
み
と
し
て
正
し
い
。
彼
が

こ
の
掛
物
を
掛
け
た
理
由
は
明
白
で

あ
る
。
時
節
を
重
ん
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

一
首
目
と
二
首
目
は
夏
の

歌
で
あ
る
し
、
三
首
目
も
恋
歌
と
い
い
な
が
ら
も
、
蛍
火
に
寄
せ
て
恋

の
心
情

を
述
べ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
自
体
は
、

か
な
り
強

い
恋
歌
で
あ
る
。

こ
の

一

首
単
独
で
は
恋
歌
と
し
か
思
え
な
い
。
し
か
し
、
蛍
火
と
い
う
言
葉
が
題
に
も

あ
り
、
他
二
首
が
明
ら
か
に
夏
歌
で
あ
る
た
め
、
三
首
を
総
合
し
て
見
る
と
、

夏

の
掛
物
と
し
て
解
釈
で
き
る
。
し
た
が

っ
て
、
瓜
生
は
こ
れ
を
夏

の
掛
物
と

し
て
床

に
掛
け
た
。
道
具
に
も
夏
を
思
わ
せ
る
工
夫
が
し
て
あ
る
。
特

に
、
銘

「蛍
」
と
い
う
茶
杓
を
使

っ
た
の
は
そ
れ
を
端
的

に
表
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
瓜
生
が
こ
の
掛
物
を
使
用

し
た
理
由
は
単
純
で
あ
る
。
が
、

一

首
で
は
恋
歌
と
し
か
見
な
せ
な
い
掛
物
で
も
、
他

の
歌
と
混
じ
る
と
恋
歌

の
掛

物
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
典
型
的
な
例
が
、
こ
の
茶
会
で
あ
る
。
こ

う
い

っ
た
例

は
今
後
、
恋
歌

の
掛
物
を
考
え
る
上
で

一
つ
の
重
要
な
参
考
例
と

な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
事
例
が
『小
林
逸
翁
茶
会
記
』
に
も
見
え
る
。

昭
和

二
十
八
年

(
一
九
五
三
)
四
月
四
日

の
茶
会
で
あ
る
。

こ
の
茶
会

は
藤
木

　が
　

正

一

(正
庵
:

一
八
九

一
～

一
九
六
六
)
が
催
し
た
も

の
で
、
こ
の
茶
会

に
は

「兼
好
三
首
詠
草
」
な
る
歌
切
が
掛
け
ら
れ
た
。
歌
は

「遠
山
花
:
さ
く
は
な

の
さ
か
り
し
ら
れ
て
か
ひ
が
ね
を
ね
こ
し
や
ま
こ
し
か
か
る
し
ら
く
も
」、
「落

花
随
風

:
な
を
ざ
り
に
す
ぎ

つ
る
風
の
あ
と
に
さ

へ
し
ぼ
し
は
や
ま
ず
ち
る
さ

く
ら
か
な
」、
「寄
花
恋

:
花
見

て
も
人

の
つ
ら
さ
の
わ
す
ら
れ
ば
な
が
き
は
る

日
に
も
の
は
お
も
は
じ
」
で
あ
る
。
三
首
目
が
恋
歌
で
あ
る
が
、
瓜
生

の
歌
と

較
べ
る
と
、
恋
歌
と
し
て
か
な
り
弱
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、

こ
の
掛

物
も
前

二
首
が
花
、

つ
ま
り
桜
を
詠
ん
だ
歌

で
あ
り
、
本
来
恋
歌
で
あ

る
三
首

目
も

「
寄
花
恋
」

で
あ
る
か
ら
春
の
掛
物

の

一
部
と
み
な
さ
れ
た
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。
瓜
生

の
茶
会
と
同
じ
パ
タ
ー
ソ
で
あ
る
。
両
者
共
に
三
首
目
、

つ

ま
り
最
後
の
歌
と
し
て
恋
歌
が
配
さ
れ
て
い
る
の
も
共
通
し
て
い
る
。
客
は
当

然
、

一
首
目
、
二
首
目
と
順

に
掛
物

の
歌
を
読
ん
で
い
く
。
読
ん
で
い
く
に
し

た
が

っ
て
客

の
頭
の
中
に
は
季
節
感
が
強
く
意
識
さ
れ
る
。
そ

の
結
果
、
三
首

目
ま
で
く
る
と
、
も
う
恋

の
気
分
よ
り
季
節
感
の
方
が
ま
さ

っ
て
し
ま
う
。
題

が
前

の
二
首
と
季
節
が
重
な
る
場
合
は
、
特

に
そ
の
傾
向
が
強
く
な
る
だ
ろ
う
。

結
果
的

に
、
こ
れ
を
恋

の
掛
物
と
は
断
定
で
き
な
く
な
る
の
で
あ

る
。
『野
崎
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幻
庵
茶
会
記
』
に
載

る
、
大
正
十
四
年

(
一
九
二
五
)
十

一
月
十
八
日
に
行

な

　お
　

わ
れ
た
益
田
孝
(鈍
翁
)
主
催

の
茶
会
、
そ
し
て
『安
田
松
翁
茶
会
記
』
に
載

る
明

　ゆ
　

治
三
十
五
年
(
一
九
〇
二
)六
月
六
日
に
行
な
わ
れ
た
三
井
高
保
主
催

の
茶
会
も
、

同
じ
よ
う
な
性
格
を
持

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

10

高
橋
義
雄
の
茶
会

周
知

の
よ
う
に
、
高
橋
義
雄

(箒
庵
:

一
八
六

一
～

一
九
三
七
)
は
、
益
田
孝

(鈍
翁
)
と
並
ぶ

「近
代
数
寄
者
」
の
代
表

的
人
物

で
あ

る
。
彼
が
後

の
茶
道

研
究
に
果
た
し
た
功
績

は
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
や
は
り
特
筆
す

べ
き
は
、

『東
都
茶
会
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
多
く

の
茶
会
記
を
残
し
た
こ
と
。
そ
れ
と

『大
正
名
器
鑑
』
と
い
う
名
物
記
を
完
成

さ
せ
た
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
彼

の
茶
会
記
は
、

た
だ
道
具
類
や
客
組
だ
け
を
記
す
と
い
う
も

の
で
は
な

く
、
読
物
と
し
て
楽
し
め
る
よ
う
な
茶
会
記
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
茶
会
記

の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
た
と
い
う
点

は
、
多

い
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら

に
彼
は
、
幕
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て

の
回
想
録

『箒

の
あ
と
』
や
、
茶
道

具
の
変
遷
を
記
し
た

『近
世
道
旦
ハ移
動
史
』
な
ど
貴
重
な
著
作
を
数
多
く
残

し

て
い
る
。
表
千
家

の
茶
匠
川
部
宗
無

(
一
八
四
九
～

一
九
二
七
)、
藤
谷
宗
仁

(生
没
年
未
詳
)
に
茶

の
手
ほ
ど
き
を
受
け

た
と
い
う
。

彼
が
恋
歌

の
掛
物
を
掛
け
た
の
は
、
大
正
四
年

(
一
九

一
五
)
十
二
月
二
十

四
日
か
ら
二
十
六
日

に
か
け
て
行
な
わ
れ

た
非
黙
居
士
追
悼
茶
会
に
お
い
て
で

あ
る
。
非
黙
と

い
う

の
は
益
田
克
徳

(
一
八
五
二
～

一
九
〇
三
)
の
号

の

一
つ

で
あ
る
。
克
徳
は
益
田
孝

(鈍
翁
)
の
弟

で
あ
り
、
先
述
し
た
英
作

の
兄

で
あ

る
。
『茶
道
人
物
辞
典
』

に
よ
る
と
克
徳
は

「司
法
省
検
事
を
経
て
、
実
業
界

に
進
出
。
東
京
海
上
保
険
、
石
川
島
造
船
所
な
ど
の
重
役
を

つ
と
め
」
、
「茶
法　り

　

を
不
白
流
川
上
宗
順
よ
り
受
け
、
兄
や
弟
と
と
も
に
茶
に
親
し
ん
だ
」
と
い
う
。

兄

の
益
田
孝
を
茶

の
世
界
に
ひ
き
こ
ん
だ

の
も
彼
で
あ
る
。
実
業
界
、
そ
し
て

ひ
と
か
ど

茶
道
界

に
お
い
て
も

一
角

の
人
物

で
あ

っ
た
が
、
明
治
三
十
六
年
(
一
九
〇
三
)

　　
　

四
月
、
五
十
二
歳
で
惜
し
ま
れ
な
が
ら
こ
の
世
を
去

っ
た
。

こ
の
日

の
茶
会

は
、

益
田
の
十
三
回
忌
追
善
供
養
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
場
所
は
、
四

　
ゆ
　

谷
区
伝
馬
町
に
あ

っ
た
高
橋
自
邸

の
茶
室

「白
紙
庵
」
で
あ
る
。
道
具
組

は
次

の
通
り
。

〈床
〉

深
草
元
政
上
人
色
紙

「
お
も
ひ
草
葉
末
に
む
す
ふ
白
露

の
た
ま
た
ま
き
て
は
手

に
も
た
ま

ら
す
」

〈釜
〉

皆
口

・
梅
竹
地
紋

〈花
入
〉
砧
青
磁
下
蕪

〈花
〉

侘
助
椿

・
蟷
梅

一
枝

〈茶
入
〉
丹
波
焼

・
遠
州
箱
書
付

・
銘
老
坂

〈茶
碗
〉
非
黙
庵
居
士
手
造

・
銘
不
出
来

〈茶
杓
〉
遠
州
作

・
歌
銘
鬼
宿

・
非
黙
庵
旧
蔵

・
筒
に
歌
あ
り

「む
く
ら
生

ひ
荒
れ
た
る
宿

の
う
れ
た
き
は
か
り
に
も
鬼

の
す
た
く

な
り
け
り
」
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〈水
指
〉
遠
州
好

・
雲
林
院
長
兵
衛
作

・
正
保
二
年
彫
銘
あ
り

彼

の
追
悼
茶
会

に
掛

け
ら
れ

た
の
は
、
深
草
元
政
上
人
筆

「
お
も

ひ
草

…
…
」

の
歌
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
歌
は
源
俊
頼

の
歌
で

『金
葉
和
歌
集
』
巻
七

(恋
上
)
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
藤

原
定
家

の

『近
代
秀
歌
』
に
も
採

ら
れ
て
い
る
。

こ
の
歌
に

つ
い
て

『新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
脚
注

で
は

「歌
意
は
、
恋
人

の
ま
れ
の
訪
れ
と
、
そ

っ
け
な
い
別
れ
を
詠
む
が
、
思

い
草ハ　

　

と
白
露
が
、
恋
の
は
か
な
さ
と
美
し
さ
を
象
徴
し
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

高
橋
は
こ
の
掛
物
に

つ
い
て

「古
歌

の
心
も
其
筆
者
も
追
善

に
こ
そ
と
思
ひ
て

　
ロ
　

掛
け
ぬ
」
と
い
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど

「
お
も
ひ
草
」
「露
」
と
い
っ
た
言
葉

か
ら
は
益
田
に
対
す
る
思
い
と
亡
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
悲
し
み
が
伝
わ

っ
て
く

る
し
、
下
句
か
ら
は
、
は
か
な
く
亡
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
人
を
思
う
気
持
ち
も

表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
掛
物
の
染
筆
者
が
僧
侶

で
あ
る
こ
と
も
供
養

の
気
持
ち
を
表
し
た
も
の
か
。
追
善
茶
会

で
あ
る
の
で
当
り
前

の
事
で
は
あ
る

が
、
こ
の
茶
会
に
は
益
田
に
対
す
る
追
慕

の
念
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
何
も
掛
物
だ
け
で
は
な
く
、
道
具
に
も
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
例
・兄

　お
　

ば
、
銘

「不
出
来
」
と
い
う
益
田
手
造

の
茶

碗
を
使
用
し
た
り
、
益
田
旧
蔵

の

茶
杓
を
使
用
し
た
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
橋
は
恋
歌
云
々
と
い
う
よ
り

も
、
追
慕
の
気
持
ち
を
強
く
示
す
た
め
に
、

こ
の
掛
物
を
選
ん
だ
に
過
ぎ
な

い
。

人
を
強
く
恋
う
と
い
う
恋
歌

の
特
徴
を
う
ま
く
利
用
し
た
例
と
言
え
よ
う
。

11

野
崎
広
太
の
茶
会

野
崎
広
太

(幻
庵
・・
一
八
五
七
～

一
九
四
一
)
は
、
先
述
し
た
よ
う

に
中
外
商

業
新
聞
社
長
、
三
越
百
貨
店
社
長
な
ど
を
歴
任
し
た
実
業
家

で
あ
り
、
か

つ
明

治
三
十
九
年

(
一
九
〇
六
)
か
ら
昭
和
元
年

(
一
九
二
六
)
ま

で
の
茶
会

記

『茶
会
漫
録
』
を
残
し
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
彼
も
益
田
兄
弟
と
同
様
、

表
千
家
不
白
流
川
部
宗
順
に
茶

の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
と
い
う
。
彼
が
恋
歌
の

掛
物
を
掛
け
た
の
は
、
大
正
九
年

(
一
九
二
〇
)
四
月
十
八
日
の
庚
申
大
師
会

に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
の

「大
師
会
」
で
御
殿
山
碧
雲
台

「幽
月
亭
」

に
野
崎

が
し
つ
ら
え
た
道
具
類

は
次

の
通
り
。

〈床
〉

三
十
六
歌
仙
歌
切

素
性
法
師

「良
峰
宗
貞

二
男
宇
多
醍
醐
二
代
人

今

こ
む
と

い
ひ
し
は
か
り

に
長
月

の
有
明
の
月
を
待
出

つ
る
か

な
」

〈
釜
〉

古
芦
屋
瓢
箪
形
桐
地
紋

・
鐶
付
袱
紗
取

〈花
入
〉
古
経
筒

〈花
〉

白
牡
丹

一
枝

〈茶
入
〉
遠
州
箱

・
銘
鶉
衣

〈茶
碗
〉
遠
州
箱

・
銘
夏
山

〈茶
杓
〉
利
休
作
共
筒

・
銘
面
影

　　
　

〈
水
指
〉
新
塗
手
桶

・
八
郎
兵
衛
作

・
古
瀬
戸

・
熊
川

こ
の
茶
会
に
つ
い
て
言
及
す
る
前
に

「
大
師
会
」
に
つ
い
て
簡
単

に
説
明
し

て
お
こ
う
。
「大
師
会
」
は
益
田
孝

(鈍
翁
)
が
狩
野
探
幽
旧
蔵

の
弘
法
大
師
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茶道 と恋歌(二)

　あ
　

筆
崔
子
玉
座
右
銘
を
手
に
入
れ
、
明
治
二
十
九
年

(
一
八
九
六
)
三
月
二
十

一

日
に
披
露
茶
会
を
開

い
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
以
後
今
日
ま
で
続
い
て
い
る

会

で
あ
る
。
「朝
野

の
名
士
を
招
待
し
、
招
待
状
を
持

つ
て
来
な
い
人
は
誰
で

あ
ら
う
と
絶
対

に
断
る
こ
と
に
し
て
居

つ
た
の
で
、
或
年

の
如
き
は
、
招
待
状

を
持

た
ぬ
人
が
垣
を
破

つ
て
入

つ
て
来

た
」
、
あ
る
い
は

「
ど
ん
な
大
大
名

へ

出
品
を
頼

ん
で
も
、

一
度
も
断
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
つ
た
」
な
ど
数
々
の
エ
ビ

　　
　

ソ
ー
ド
が

「大
師
会
」

に
は
残

っ
て
い
る
。
「東

の
大
師
会
、
西

の
光
悦
会
」

と
い
う
ふ
う
に
並
び
称
さ
れ
、
そ
の
歴
史

と
規
模
を
し
て
近
代

二
大
茶
会

の
内

の

一
つ
と
し
て
名
高

い
。

本
論
に
戻
ろ
う
。
こ
の
年

の

「大
師
会

」
は
品
川
御
殿
山

の
益
田
孝
邸

で
行

な
わ
れ
た
が
、
目
玉
は
そ
の
前
年
に
行
な
わ
れ
た
藤
原
信
実
筆
三
十
六
歌
仙
切

の
出
品
で
あ

っ
た
。
こ
の
歌
仙
切
の
由
来

や
、
現
在
ま
で
の
流
転

の
経
緯
に
つ

　げ
　

い
て
は

『三
十
六
歌
仙
絵
巻

の
流
転
』
に
詳
し
い
。
が
、
参
考

の
た
め
に
簡
単

に
そ
の
由
来
だ
け
を
述

べ
て
お
こ
う
。
こ

の
歌
仙
切
、
も
と
は
秋
田
藩
主
佐
竹

家
が
所
蔵
す
る
絵
巻
物

で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
明
治
維
新
後

の
旧
士
族

の
没
落
に

よ

っ
て
佐
竹
家
も
こ
れ
を
手
放
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
買

い
取

っ
た
の
が
、

船
成
金

の
山
本
唯
三
郎

(生
没
年
未
詳
)
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
も
ま
た
事

業

に
行
き
詰
ま
り
大
正
八
年

(
一
九

一
九
)
に
こ
れ
を
手
放
さ
ざ

る
を
得
な
く

な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
買
う
た
め

に
は
当
時

の
金
で
三
十
五
万
円
三
千

円
と
い
う
大
金
が
必
要
で
あ
る
。
当
時
そ
れ
を

一
人

で
買
い
取
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
京
都

の
道
旦
ハ商
土
橋
嘉
兵
衛
と
服
部
七
兵
衛
が
相
談
し
、

こ
れ
を
分
割
し
て
売
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
益
田
孝
邸
で
あ
る
品
川
御
殿
山

碧
雲
台
応
挙
館

に
お
い
て
こ
れ
を

一
枚
ず

つ
分
割
し
て
、
三
十
七
枚

の
歌
仙
壥

と
し
た
の
で
あ
る
。
分
配
は
籤
引
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
、

一
枚
ご
と
に
そ
れ
に

応
じ
た
値
段
で
取
引
さ
れ
た
。
大
正
八
年
十
二
月

の
出
来
事
で
あ

っ
た
。
こ
の

時

に
野
崎
が
手
に
入
れ
た
の
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
素
性
法
師

の
歌
仙
切
で

あ
る
。
歌
は
上
記

の

「
い
ま
こ
む
と
…
…
」

の
歌

で
あ
り
、
『古
今
和
歌
集
』

巻
十

四

(恋
歌
四
)
に
収
載
さ
れ

て
い
る
他
、
『百
人

一
首
』

の
中

に
あ
る
歌

と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
歌
を
掛
け
た
の
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
歌

　　
　

仙
切
が
こ
の
年

の
大
師
会

の
目
玉

で
あ

っ
た
か
ら
で
、
恋
歌

で
あ
る
か
否
か
は

問
題
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
歌
そ
の
も
の
が
季
節
に
対
し
て
も
相
応
し
て
い

な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
名
物
茶
会

の
客
寄

せ
の
材
料
と

し
て
使
用
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

12

大
正
九
年
の

「光
悦
会
」

「光
悦
会
」
は
大
正
四
年

(
一
九

一
五
)
の
秋
か
ら
古
美
術
商
、
土
橋
嘉
兵
衛

(無
声
庵
:
一
八
六
八
～

一
九
四
七
)
の
尽
力

で
発
会
し
、
そ
れ
以
来

ほ
ぼ
毎
年

　　
　

秋
に
、
京
都
鷹
峰
、
光
悦
寺
で
行
な
わ
れ
て
い
る
大
茶
会
で
あ
る
。
会

の
趣
旨

は
、
本
阿
弥
光
悦

(
一
五
五
八
～

一
六
三
七
)
の
遺
徳
を
偲
ぶ
も

の
で
あ
り
、

東

の
大
茶
会

「大
師
会
」
が
春
に
行
な
わ
れ
る
の
に
対

し
、
西

の

「光
悦
会
」

は
秋
に
行
な
わ
れ
る
茶
会
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
大
正
九
年

(
一
九
二

〇
)
十

一
月
十
二
、
十
三
日
に
行
な
わ
れ
た

「光
悦
会
」
で
は
、

二
人

の
人
物
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が
恋
歌
を
掛
け
て
い
る
。

一
人

は
藤
田
伝

三
郎

(香
雪
:
一
八
四

一
～

一
九

一

二
)、
も
う

一
人
は
林
新
助

(楽
庵
:
一
八
六
九
～

一
九
三
三
)
で
あ

る
。

ま
ず
、
藤
田
伝
三
郎

か
ら
見
て
い
こ
う
。
彼

は
藤
田
組
を
起
し
た
実
業
家

で

あ
り
、
関
西
実
業
界

の
大
立
者
で
あ
る
。

『茶
道
人
物
辞
典
』
に
よ
る
と

「実

業
で
活
躍
す
る
か
た
わ
ら
茶
道
を
武
者
小
路
千
家
磯
矢
宗
庸
に
学
び
、
中
興
名

物

・
千
代
能
法
語
、
同
じ
く
在
中
庵
茶
入
な
ど
、
多
く
の
茶
道
旦
ハも
集
め
た
。

大
阪
網
島

の
本
邸
に
、
四
十
余

の
茶
室

・
書
院
を
集
め
た
が
、
こ
れ
が
の
ち
の

　れ
　

藤
田
美
術
館
と
な

っ
た
」
と
い
う
。
茶
道

具
の
美
術
収
集
に
か
な
り
力
を
入
れ

て
い
た
人
物
で
あ
る
。
彼

の
大
正
九
年

(
一
九
二
〇
)
「
光
悦
会
」

に
お
け
る

し

つ
ら
え
は
次
の
通
り
。

〈床
〉

俊
頼
卿
色
紙

「
い
ま
こ
ん
と
い
ひ
し
は
か
り
に
な
か
つ
き

の
あ
り
あ
け
の
つ
き
を

マ
マ

ま
ち
て
つ
る
か
な

素
性
」

〈
釜
〉

光
悦
好

・
山

に
朝
日
の
地
紋

・
浄
味
作

〈
花
入
〉
雲
鶴
細
口
下
蕪

〈花
〉

白
玉
椿

(初
嵐
)
・
榛

〈茶
入
〉
名
物
利
休
再
来
町
棗

〈茶
碗
〉
御
所
丸
黒
刷
毛
緋
袴

〈茶
杓
〉
長
嘯
子
共
筒

・
銘
神
無
月

　お
　

〈水
指
〉
空
中
作
手
桶

・
本
阿
法
眼
空
中
在
銘

彼
が
光
悦
寺
内

「騎
牛
庵
」
に
使
用
し
た
掛
物
は
、
『野
崎
幻
庵
茶
会
記
』、

『高
橋
箒
庵
茶
会
記
』

に
は
い
ず

れ
も
源
俊
頼

(
一
〇
五
五
～

=

二
九
)
の
筆

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
説

は
現
在
で
は
否
定
さ
れ
て
お

こ
れ
ふ
さ

り
、
世
尊
寺
伊
房

(
一
〇
三
〇
～

一
〇
九
六
)
が
そ

の
筆
者
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
『高
橋
箒
庵
茶
会
記
』
が

「田
中
親
美
氏

の
談
」
と
し
て
記
録
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
「此
色
紙
は
十
五
番
歌
合

で
、
元
卅
枚
あ

つ
た
者
だ
が
、
前

田
利
為
候
家
に
九
枚
あ

つ
て
、
同
家
で
は
筆
者
を
公
任
と
し
、
藤
田
家
で
は
俊

頼
と
し
て
居
る
」
と

い
う
が
、
「古
筆
研
究
家
間
に
は
、
此
筆
者
が
俊
頼

で
も

公
任

で
も
な
く
、
実
は
世
尊
寺
伊
房

で
あ

る
事
が
定
論
」
と
な

っ
て

い
る
と

　ほ
　

い
う
。
現
在
藤
田
美
術
館
が
所
蔵
す
る
こ
の
掛
物

の
筆
者
も
伊
房
と
さ
れ

て

　　
　

い
る
。
ち
な
み
に
世
尊
寺
伊
房

は
三
蹟
の

一
人
藤
原
行
成

(九
七
二
～

一
〇
二

七
)
の
孫

に
あ
た
る
人
物

で
、
能
書
家
と
し
て
有
名

で
あ

っ
た
。

藤
田
が
こ
の
掛
物
を
掛
け
た
理
由
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
こ
の
歌
を
秋

の

掛
物
と
思

っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ

に
は

「長
月
」
と
い
う
言

葉
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
高
橋
義
雄
に
よ
れ
ば
、
高

橋
は
藤
田
の
持

っ
て
い
た

「寸
松
庵
色
紙
」

の
紅
葉

の
歌
を
掛
け
る
と
思

っ
て

い
た
が
、
予
想
が
外
れ
た
と
い
う
。
高
橋
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現

し
て
い
る
。

余

は
十
日
程
前
東
京
に
て
藤
田
男

に
面
会

の
時
、
鷹
峰

の
掛
物

は
何
で

あ
り
ま
す
か
と
尋
ね
し
に
、
当
日
ま

で
秘
密
々
々
と
言

は
れ
た

の
で
、

(中
略
)
寸
松
庵
色
紙

に
紅
葉

の
歌
あ
る
者
を
掛
け
ら

る
〉
な
ら
ん
と
思
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ひ
し
に
、

(中
略
)
狙

ひ
は
稍
近
傍

に
届
き
た
れ
ど
も
的
中

の
名
誉
を
博

　あ
　

す
る
事
を
得
な
か

つ
た
。

つ
ま
り
高
橋
は
、
藤
田
が
所
持
し
て

い
る

「寸
松
庵
色
紙
」

の
紅
葉

の
歌

(伝
貫
之
筆
)
「ち
は
や
ふ
る
か
み
の
い
か
き
は
ふ
く
す
と
も
あ
き
に
は
あ

へ
す

も
み
ち
し
に
け
り
」
と

い
う
紀
貫
之

の
歌

を
掛
け
る
と
思

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

こ
の
素
性
の
歌
で
あ

っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
の
は
、
高
橋
が

「狙
ひ
は
稍
近
傍
に
届
き
た
れ
ど
も
」
と
言

っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は

「
同
じ
秋

の
歌

で
は
あ

っ
た
が
」
と
い
う
高
橋

の
無
念
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
藤
田
も
高
橋
も
こ
の
歌
を
秋

の
歌
と
し
て

認
識
し
て
お
り
、
時
節

に
相
応
し
い
掛
物

と
思

っ
て
い
た
可
能
性
が
高

い
。
素

性
の
歌
も
あ
ま
り
強

い
恋

の
歌
で
は
な
い
か
ら
秋

の
歌
と
し
て
解

さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
銘

「神

無
月
」
と
い
う
茶
杓
を
用
い
て
い
る

の
は
十

一
月

に
行
な

っ
て
い
る
か
ら

で
、

ほ
ぼ
旧
暦

の
十
月
に
あ
た
る
か
ら
で

あ
る
。

林
新
助

(楽
庵
)

の
場
合
は
ど
う

で
あ

ろ
う
。
林

の
受
持
は

「本
阿
弥
庵
」

で
あ
る
。
林
新
助
は
京
都
市
東
山
区
新
門
前

に
店
を
構
え
て
い
た
骨
董
商
で
あ

る
。
土
橋
嘉
兵
衛

(無
声
庵
)、
今
村
貞
次
郎

(八
方
)
ら
と
共
に
京
都
を
代
表

す
る
道
具
商
の

一
人

で
あ

っ
た
。
林

の
道
旦
ハ組

は
次

の
通
り
。

〈床
〉

小
野
道
風
筆
本
阿
弥
切

・
角
倉
家
伝
来

「夏
な
れ
は
宿

に
ふ
す
ふ
る
蚊
遣
火

の
い
つ
と
て
我
身
し
た
も

へ
か

せ
む
」

「恋
せ
し
と
み
た
ら
し
川
に
せ
し
み
そ
き
神
は
う
け
す
も
な
り
に
け

ら
し
も
」

「
哀
れ
て
ふ
こ
と
た
に
な
く
は
何
を
か
は
恋

の
乱
れ
の
つ
か
ね
を
に

せ
む
」

「思
ふ
に
は
忍
ふ
る
こ
と
そ
ま
け
に
け
る
色

に
は
い
て
し
と
思
ひ
し

も

の
を
」

〈
釜
〉

古
芦
屋
真
形

・
芦

に
鷺
地
紋

〈花
入
〉
古
銅
細

口

・
水
請
四
方

・
仙
叟
箱
書

〈花
〉

白
玉
椿

・
数
珠
子

〈茶
入
〉
青
貝
六
角

・
内
赤

・
遠
州
箱

く茶
碗
V

一
入
黒

・
銘
面
影

・
如
心
斎
箱
書
付

　お
　

〈水
指
〉
備
前
種
壺

こ
の
時
林
が
使
用
し
た
掛
物
は

「本
阿
弥
切
」

の

一
軸
で
あ
り
、
歌
は
上
記

　
れ
　

の
通
り

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

『古
今
和
歌
集
』
巻
十

一

(恋
歌

一
)
に
収
載

さ
れ
て
い
る
歌

で
、
い
ず
れ
も
よ
み
人
知
ら
ず
の
歌

で
あ
る
。

い
ず
れ
の
歌
も

ひ
そ
か
に
恋
焦
が
れ
る
思

い
を
詠
ん
だ
歌

で
あ
る
。

林
が

こ
の
掛
物
を
掛
け
た
理
由
は
単
純
明
白

で
、
単

に

「本
阿
弥
切
」
と
い

う
本
阿
弥
光
悦
ゆ
か
り

の
物
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「本
阿
弥
切
」
は
寛
永

の
三
筆

の

一
人
本
阿
弥
光
悦
が
愛
蔵
し
て
い
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
。
野

崎
広
太
は
、
こ
の
掛
物

に
つ
い
て

「
歌
の
適
否
は
彼
是
此
処

に
問
ふ
を
要
せ
ず
、
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　お
　

一
見
古
雅
甚
だ
愛
す
べ
く
」
と
、
歌

の
内
容

に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。

一
方
、

高
橋
義
雄
は

「本
阿
弥
庵
に
本
阿
弥
切
と
は
何
と
云
ふ
適
品
で
あ
ら
う
。
歌
は

　ね
　

夏
季

で
あ

つ
た
が
夫
等
を
問
ふ
の
遑
は
な

い
」
と
評
し
て
い
る
。
野
崎
も
高
橋

も
共
に
、
歌
意
よ
り
も
場
所
と
美
術
品
と
し
て
の
価
値
を
重
視
し
て
い
る
。
要

す
る
に
、
こ
こ
で
は
歌

の
内
容
な
ど
問
題

で
は
な
く
、
「本
阿
弥
切
」
と
い
う

掛
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
光
悦

の
遺
徳
を
偲
ぶ
と

い
う

「光
悦
会
」

の
趣
旨
と
、
「本
阿
弥
庵
」
と
い
う
場
所
に
相
応

し
た
掛
物

と
し
て
林
は
こ
の
掛
物
を
選
ん
だ

の
で
あ

る
。
光
悦
と
ゆ
か
り
の
深

い
角
倉
家

の
伝
来
と
い
う
の
も
、

一
役
買

っ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で

「本

阿
弥
切
」
は

『譚
海
』

で

「本
朝
古
筆
の
内

に
、
名
物
切
れ
と
称
す
る
も
の
は
、

小
野
道
風
の
書
、
本
阿
弥
ぎ
れ
と
云
も

の
第

一
也
」
と
い
う
高
い
評
価
を
得
て

　の
　

い
る
。
し
た
が

っ
て
多
く

の
名
物
道
具
が
並
ぶ

「光
悦
会
」
の
中
で
も
、
こ
の

掛
物
は
多
く

の
人

の
目
を
引
く
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
な

お
、
茶
杓
に
銘

「面
影
」
を
選
ん
だ

の
は
光
悦
を
偲
ぶ
意
味
を
こ
め
た
も

の
か
。

残
念
な
が
ら
彼
等
の
師
承

に
つ
い
て
は
未
詳

で
あ
る
。

よ
し
さ
だ

13

松
風
嘉
定
の
茶
会

松
風
嘉
定

(三
代
目
:
一
八
七
〇
～

一
九
二
八
)
は
、
明
治
三
年

(
一
八
七
〇
)

愛
知
県
に
生
ま
れ
た
。
明
治
二
十
三
年

(
一
八
九
〇
)
製
陶
家
松
風
嘉
定

(二

代
目
)
の
養
子
と
な
り
、
同
三
十
九
年

に
は
東
山
清
水
坂
に
松
風
陶
器
合
資
会

社
を
設
立
し
た
。
大
正
十

一
年

(
一
九
二
二
)
に
は
日
本
で
最
初

の
高
級
陶
歯

の
製
造
を
行
な

っ
た
と
い
う
人
物

で
あ
る
。
彼

の
事
績

に
つ
い
て
は
藤
岡
幸
二

　け
　

編

『松
風
嘉
定
』

に
詳
し
い
。
内
田
豊
男

に
よ
る
と
、
彼
が

お
茶
を
始

め
た
の

　れ
　

は
大
正
六
、
七
年

の
頃
で
は
な
い
か
と
い
う
。
残
念
な
が
ら
師
承
関
係
に
つ
い

て
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
恋
歌
が
掛
け
ら
れ
た
の
は
大
正
十
年

(
一
九
二
一
)

四
月
十
九
日
で
あ
る
。
当
日
用

い
ら
れ
た
道
旦
ハ組
は
次

の
通
り

(本
茶
会
で
は

「炉
縁
」
や

「香
炉
」
も
意
味
を
持
つ
の
で
同
時
に
示
し
て
お
く
)。

〈床
〉

後
醍
醐
天
皇
筆

・
吉
野
五
十
首

ノ
中

・
恋
歌

・
皆
恋
歌
之
内

「あ
ひ
み
て
の
の
ち
さ

へ
人
の
恋
し
き
に
い
つ
を
か
き
り

の
お
も
ひ

有
る
ら
む
」

〈釜
〉

「火
炉
頭
上

不
断
松
風
…
…
」

の
地
紋
あ
り

〈炉
縁
〉
花
筏

〈
香
炉
〉
隅
田
川
染
付

〈花
〉

な
し
。
(花
の
代
わ
り
に
田
村
の
能
面
を
掛
け
る
)

〈
茶
入
〉
今
日
庵

ニ
テ
用
ヒ
シ
素
焼
手
付

・
酒
入

ニ
ウ

ル
シ
を
か
け
用
ふ

〈
茶
碗
〉

ノ
ソ
コ
ウ

・
寸
口

　お
　

〈
茶
杓
〉
随
流

　れ
　

掛
物
は
後
醍
醐
天
皇
筆
吉
野
五
十
首

の
内

の
恋
歌
で
あ

っ
た
。
こ
の
歌

の
作

者
や
出
典
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
茶
会
記
録

に
は
客
組
が
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
野
村
徳
七

(得
庵
:
一
八
七
八
～

一
九
四
五
)
が
参
会
し
て
い
た
こ
と
だ

け
は
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
こ
で
少
し
野
村
徳
七
に
つ
い
て
簡
単

に
紹
介
し

て
お
く
。
野
村
徳
七
は
野
村
財
閥

の
創
業
者

で
あ
る
。
彼

の
事
績
に

つ
い
て
は
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　お
　

『野
村
得
庵
』
に
詳
し
い
。
「大
正
二
年

一
月
に
藪
内
家

の
支
流
藪
内
節
庵

の
主

宰
す
る
稽
古
場

に
入
り
、
始

め
て
茶
道

の
手
解
き
を
受
け
、
次

で
藪
内
宗
家
十

代
竹
露
紹
智

の
許

に
入
門
し
、
得
庵

の
茶

号
を
授
か
」
り
、
竹
露
紹
智
隠
退
後

は
十

一
代
竹
窓
紹
智

に
つ
い
て

「斯
道

に
精
進
し
刻
苦
研
鑽
十
余
年
、
そ
の
大

成
を
見
る
と
共

に
、
昭
和
五
年
三
月
藪
内
家

よ
り
、
免
許
皆
伝

の
証
を
得
」
た

　お
　

と
い
う
。
な
る
ほ
ど
、
本
格
的

に
茶
を
始

め
た
の
は
こ
こ
に
記
さ
れ
た
通
り
で

あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
彼
は
小

さ
い
頃
か
ら
茶

に
親
し
ん
で
い
た
。

藪
内
紹
智
、に
よ
る
と
野
村
は

「
両
親
が
共

に
茶
好
き
で
、
毎
日
薄
茶
を
い
た
だ

い
た
と
い
う
家
庭
で
育
」
ち
、
「幼
少

の
頃

か
ら
茶

に
親
し
む
機
会
が
多
」
く
、

「親
戚
に
は
、
藪
内
流

の
茶
人
で
、
後
に
翁

が
活
躍
を
す
る

『篠
園
会
』

の
世

　り
　

話
役

で
も
あ

っ
た
植
村
平
兵
衛
氏

(以
文
堂
)
が

い
た
」
と
い
う
。
幼
少
か
ら

こ
の
よ
う
な
環
境
で
育

っ
た
野
村
が
、
後
年
茶
道

に
没
入
し
た
こ
と
は
、
そ
れ

は
む
し
ろ
自
然

の
成
り
行
き
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
茶
道
と
同
様
、

能
楽
に
も
打
ち
込
ん
で
い
た
。
『野
村
得
庵
』

に
よ
る
と
、
「得
庵
翁
の
能
楽
趣

味
は
、
た
だ
単
な
る
趣
味
、
道
楽
と
い
つ
た
風

の
も

の
で
な
く
、
翁
の
茶
道
趣

味
と
同
様
、
翁

の
生
活
記
録

の
う
ち
で
も
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
も

の
で

あ
」
り
、
「
最
初
は
大
正
二
三
年
即
ち
翁
が

三
十
六
七
歳

の
頃
健
康

の
為
ぐ
ら

ゐ
の
軽

い
気
持
か
ら
初
め
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
」、
「大
正
八
九
年

の
頃
か
ら
昭

和
七
八
年
ま
で
の
十
数
年

の
間

に
観
世
左
近
先
生
を
知
り
、
観
世
流
を
知
り
し

て
ゐ
る
う
ち
に
、
次
第
々
々
と
能
楽
愛
好

熱
が
高
ま

つ
て
行

つ
た
の
だ
と
思

　が
　

ふ
」

と

い
う

。

野
村

の
事
績
と
茶
歴

に
つ
い
て
の
説
明
は
こ
の
位

に
し
て
、
本
論
に
戻
ろ
う

と
思
う
。
松
風
は
ど

の
よ
う
な
意
図

で
恋
歌
を
掛
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑

問
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
寄
付
か
ら
の
道
旦
ハ組

で
見
て
い
く
の
が
適
当
と
思

わ
れ
る
。
ま
ず
、
寄
付

の
掛
物

は
大
仏

(奈
良
)
参
詣
図
で
あ
り
、
床

に
は
地

板

に
鹿
の
牝
牡
を
描
い
た
も
の
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
青
貝
の
机
局
に

は
備
前
瓢
に
八
重
桜
酒
が
入
れ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
香
入
に
は

「九
重
」
と
い
う

香
を
入
れ
て
出
し
て
い
る
。
こ
の
道
具
組
か
ら
、
伊
勢
大
輔
の
歌

「
い
に
し

へ

の
奈
良

の
都

の
八
重
桜
け
ふ
九
重
に
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な
」
が
自
然
と
思
い
浮
か

ぶ
。
寄
付
を
出
て
本
席

に
入
る
と
、
床
に
は
後
醍
醐
天
皇
筆

「吉
野
鵬
」
の
歌

が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
炉
縁
は
花
筏
、
香
合

に
は
隅
田
川
と
い
う
染
付
が
使
用

　の
　

さ
れ
た
。

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
桜

に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
茶
会

の
趣
向
は

「花
見
の
茶
会
」
あ
る
い
は

「桜
尽
し
の
茶
会
」
と
名
付

け
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
時
期
相
応

の
茶
会

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
、

　れ
　

松
風
邸

の
近
く
に
は
東
山
の
桜
が
見
事

に
咲

い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

桜

の
趣
向
を

一
層
明
確

に
す
る
た
め
に
、
松
風
は
後
入
の
床
に

「田
村
」

の
能

面
を
掛
け
た
。
本
来
、
後
入
の
床
に
は
花
が
飾
ら
れ
る
。
し
か
し
、
桜
は
茶
会

の
花

に
は
用

い
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
亭
主
で
あ
る
松
風
は

「
田

村
」

の
能
面
を
飾

っ
た
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
謡
曲

「
田

村
」
は
満
開

の
桜

の
咲
く
清
水
寺
が
物
語

の
舞
台
で
あ
る
。
客
で
あ
る
野
村
が

能
楽

に
精
通
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
茶
会

の
テ
ー
マ
で
あ
る
桜
を
よ
り

強
調
す
る
た
め
に
、
松
風
は
後
入
の
床
に

「
田
村
」

の
能
面
を
掛
け
た
の
で
あ
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る
。

で
は
、
初
入
の
床
に
掛
け
ら
れ
た
恋
歌

は
ど
ん
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
歌
意
か
ら
す
る
と
、
亭
主

で
あ
る
松
風
は
野
村
に
対
し
て
い
つ

ま
で
も
変
わ
ら
ぬ
親
愛

の
情
を
表
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
桜

を
惜

し
む
気
持
ち
も
こ
め
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
松
風
の
意
図

は
そ
こ
に
は
な
い
。
こ
の
恋
歌
に
は
歌
と
し

て
の
必
然
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
桜
を
惜
し
む
な
ら
別
に
春

の
歌

で
も
よ
い
の
だ
か
ら
。
い
や
そ
の

方
が
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
、
松
風

の
本
当

の
意
図
は
ど

こ
に
あ
る
か
。
松
風
は
、
桜

の
名
所
で
あ

る
吉
野

の
名

を
も

つ

「吉
野
切
」
、

そ
し
て
吉
野
に
ゆ
か
り
の
深
い
後
醍
醐
天
皇

と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
掛
物
を

選
ん
だ
の
で
あ
る
。

だ
が
、
正
直
な
感
想
を
述
べ
る
と
、
あ
ま
り
に
桜
が
強
調
さ
れ
す
ぎ

て
い
て

「付
き
過
ぎ
」
と
い
っ
た
感
は
否
め
な
い
。
少
々
く
ど
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
茶
会

で
評
価
す
べ
き
点
、

つ
ま
り
手
柄
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
恋
歌
を
掛
け
た

と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
後
入
の
床
に

「
田
村

」
の
能
面
を
掛
け
た
事

で
あ
ろ
う
。

能
楽
好
き

の
野
村
に
対
す
る
心
憎
い
亭
主

の
演
出
と
い
、兄
よ
う
。

日
で
あ

る
。
こ
の
日

の
相
客

は
、
山
縣
公
夫
人
貞
子
、
野
崎
広
太

(幻
庵
)、

実
業
家

の
山
下
亀
三
郎
夫
妻

の
四
名
で
あ

っ
た
。
山
縣
公
夫
人
貞
子
は
元

「
や

ま
と
」
と
い
う
名

の
新
橋

の
芸
者

(本
名
:
吉
田
さ
だ
)
で
、
山
縣

の
第

二
夫

人
で
あ

っ
た
。
こ
の
貞
子
と
益
田

の
側
室
た
き

(子
)
は
姉
妹

で
あ

る

(貞
子

が
妹
)。
『近
代
美
人
伝
』

に
は
貞
子
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
の
比
較
的
詳
し
い

記
述
が
あ
る
。
そ

の
中

に
益
田
と
山
縣

の
関
係
、
そ
し
て
二
人
の
容
姿
に
つ
い

て
述
べ
た
部
分
が
あ
る
の
で
参
考

の
た
め
引
用
す
る
。

貞
子
夫
人

の
姉

た
き
子
は
紳
商
益
田
孝
男
爵

の
側
室

で
あ
る
。
益
田
氏

と
山
県
氏
と
は
単

に
茶
事
ぼ

か
り

の
朋
友

で
は
な
い
。
そ
の
関
係
を
知

っ

て
い
る
も

の
は
、
彼
女
た
ち
姉
妹

の
こ
と
を
、
も
ち

つ
も
た
れ
つ
の
仲
で

あ
る
と

い
っ
た
。
相
州
板
橋

に
あ
る
山
県
公

の
古
稀
庵
と
、
と
な
り
あ
う

益
田
氏

の
別
荘
と
は
そ
の
密
接
な
間
柄
を
も

の
が
た

っ
て
い
る
。

姉

の
た
き
子
は
痩
せ
て
眼

の
大
き
い
女
で
あ
る
。
妹
の
貞
子
は
色
白
な

　お
　

謹
ま
し
や
か
な
人
柄

で
あ
る
。
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益
田
孝
の
茶
会
②

大
正
十

一
年

(
一
九
二
三
)
二
月

一
日
、
山
縣
有

朋

(
一
八
三
八
～

一
九
二

二
)
が
死
去
し
た
。
次

の
日
の

『読
売
新
聞
』
は

「
山
縣
公
、
夫
人

の
手
を
握

つ
た
侭
近
親
を
顧
み
て
静
か
に
往
生
」
と

い
う
見
出
し
で
山
縣

の
死
を
伝
、兄
て

い
る
。
益
田
は
同
年
九
月

一
日
に
山
縣
の
追
懐
茶
会
を
行
な

っ
た
。
有
朋

の
忌

こ
の
記
述

か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
益
田
と
山
縣

は
側
室
が
姉
妹
で
あ
る
と

い
う
関
係
だ
け
で
な
く
、
別
荘
も
隣

に
あ
る
と
い
う
程
親
密
な
関
係
で
あ

っ
た
。

　お
　

野
崎
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な

い
が
、
野
崎
が

『ら
く
が
き
』

で
山

縣
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

い
く

つ
か
記
載
し
て
い
る
の
で
、
野
崎
と
も
親
密

な
関
係

で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
山
縣
夫
妻
と
山
下
と
の
出
会

い
に
つ



茶道 と恋歌(二)

い
て
は
、
か
な
り
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
大
正
五
、
六
年
頃

元

「や
ま
と
新

聞
」

の
松
下
軍
治
と
い
う
人
が
作

っ
た
別
荘
が
あ
り
、
そ
れ
を
山
縣
と
益
田
が

山
下
に
買

い
取
る
よ
う
に
す
す
め
た
。
そ

こ
で
山
下
は
山
縣

の
所
に
行
き

(場

所
は
小
田
原

「古
稀
庵
」)、
そ
こ
で
初

め
て
山
縣
夫
妻

に
会

っ
た
。
そ
こ
か
ら

　　
　

両
者

の
付
き
合

い
が
始
ま
り
、
以
後
益

々
親
し
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
日
は
、
山
縣
が
生
前
親
密

に
付
き
合

っ
て
い
た
人
々
ば

か
り
が
、
参
会

し
た
と

い
え
よ
う
。
場
所
は
小
田
原

の
掃

雲
台
で
あ

っ
た
。
主
な
道
具
組
は
次

の
通
り
。

〈
床
〉

行
成
筆
色
紙

「涙
川
い
つ
る
水
上
早
け
れ
は
せ
き
そ
か
ね

つ
る
袖

の
柵
」

(後
入
)
故
含
雪
公
箱
根
遊
覧

の
時

の
即
興
歌

「来

る
度
に
目
に
新
し
く
見
ゆ

る
哉
山

の
姿
も
水

の
流
れ
も
」

「鶯

は
春
に
変
ら
ぬ
声
そ
す
る
山
紫
陽

の
花
の
木
陰

に
」

〈
釜
〉

芦
屋

・
山
水
地
紋

〈
花
入
〉
瓢
釣
花
入

〈
花
〉

箱
根
山
中
種
々
の
草
花

〈茶
入
〉
太
郎
庵
棗

〈茶
碗
〉
呉
州

・
阿
弥
陀
仏

の
文
字
あ

り

〈茶
杓
〉
故
含
雪
公
作

・
銘
窓
月

　
お
　

〈水
指
〉
空
中
手
造

ま
ず
寄
付
に
は
貞
子
夫
人

の
詠
草
三
首
が
掛
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
生
前
益

田
邸
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
の
が
、
こ

の
日
茶
会

に
呼
ぼ
れ
た
人
々
で
も
あ

っ
た
と
い
う
思
い
出
深

い

一
品
で
あ
る
。

い
よ
い
よ
席

に
入
る
と
、
床

に
は
行
成
筆

の

一
軸
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
「涙

川
…
…
」
と

い
う
も

の
で
、
『拾
遺
抄
』
巻

八

(恋
下
)
に
収

め
ら
れ

て
い
る

　　
　

紀
貫
之

の
歌
で
あ
る
。
歌
意
は

「涙
川
の
水
上
か
ら
流
れ
て
く
る
涙

の
水

の
流

れ
が
早

い
の
で
私

の
袖

の
柵
で
は
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
塞
き
止
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
い

っ
た
も
の
で
あ
る
。
止
め
よ
う
と
し
て
も
止
め
ら
れ
な
い

涙
を
歌
に
詠
み
こ
ん
で
、
深
い
悲
し
み
を
表
現
し
て
い
る
。
野
崎

は
こ
の
掛
物

に
つ
い
て

コ

読
三
嘆
、
熟
々
と
そ
の
歌
意
に
依
り
て
之
れ
を
察
す
れ
ば
、
主

翁

(益
田
の
こ
と
1
筆
者
注
)
が
往
事
を
偲
び
て
、
今
日
は
故
公
追
懐

の
茶
事

　　
　

を
催
す
る
に
こ
そ
と
覚
え
」
た
と

い
う
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
懐
石
、
中
立
後
、

後
入
の
床

に
は
、
山
縣

の
歌
二
首
が
書
か
れ
た
…掛
物
が
用

い
ら
れ
た
。
そ
の
掛

物

は
、
山
縣
が
生
前
、
益
田
と
共
に
箱
根

に
遊
ん
だ
時

に
、
山
縣
が
即
興
で
詠

　　
　

ん
だ
歌
が
書
か
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
道
旦
ハも

「阿
弥
陀
仏
」

の
文
字
の
あ
る

呉
州
の
茶
碗
を
用
い
た
り
、
山
縣
が
作
り

「窓
月
」
と
い
う
銘
を

つ
け
た
茶
杓

　　
　

を
用
い
た
り
し
て
、
故
人
を
偲
ん
で
い
る
。
当
然
、
先
程
挙
げ
た
初
入
の
床

の

恋
歌
は
、
山
縣
を
失
く
し
た
悲
し
み
を
、
益
田
が
表
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
歌

は
恋
歌
と
言
わ
れ
な
け
れ
ば
哀
傷
歌
と
し
て
も
通
用
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、

益
田
は
そ
の
つ
も
り
で
こ
の
掛
物
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
追
懐
茶
会

に
最
も

ふ
さ
わ
し
い
掛
物

の

一
つ
と
思
わ
れ
、
恋
歌
を
う
ま
く
利
用
し
た
成
功
例
と
い

え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
掛
物

は
そ

の
後
益
田

の
側
室
た
き

の
息
子
で
あ
る
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益
田
信
世
に
渡
り
、
東
京
美
術
倶
楽
部
に
お
い
て
大
正
十
三
年

(
一
九
二
四
)

　の
　

十
月
二
十
七
日
の
入
札

に
出
品
さ
れ
て
い
る
。

15

団
琢
磨
の
茶
会

団
琢
磨

(狸
山
:
一
八
五
八
～

一
九
三
二
)
が
恋
歌

の
.掛
物
を
茶
会

の
席
に
用

い
た
の
は
、
大
正
十
三
年

(
一
九
二
四
)
七
月
十

一
日
正
午

の
茶
会

で
あ

っ
た
。

彼
は
三
井
鉱
山
、
三
井
合
名
会
社
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
た
実
業
家
で
あ
り
、

狸
山
と
号
し
た
。
当
時
彼
の
家
は
千
駄

ヶ
谷
原
宿

に
あ
り
、
そ
こ
に
彼
は

「松

滴
庵
」
と

い
う
茶
室

を
持

っ
て
い
た
。
彼

は
江
戸
千
家
大
久
保
北
隠

(二
覚

庵
)
門
下

で
あ

る
。
『男
爵
団
琢
磨
伝
』
に
よ
る
と
、
こ
の
茶
室
は

「団
家

の

作
事
奉
行
仰
木
魯
堂
」
が

「中
根
岸
松
平
斎

光
男
邸
に
在

つ
た
、
旧
昨
州
津
山

藩
松
平
確
堂
公
好
み
十
二
畳
半
碩
寛
堂
を
、
千
駄
谷
原
宿

の
団
邸
に
移
し
来
り
、

君

の
意

に
従

つ
て
、
其
左
右

の
向
を
変

へ
、
之

に
三
畳
台
目

の
新
席
を
附
築

　の
　

し
」
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
茶
会

に
は
高

橋
義
雄

(箒
庵
)
も
招
待
さ
れ
、
彼

　　
　

の
茶
会
記
に
も
そ
の
記
録
が
残

っ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
高
橋
は
こ
の
茶

会

に
招
待
さ
れ
た
事
を

「余
り
の
以
外
に
午

睡
の
夢
か
と
ば
か
り
打
ち
驚
き
」
、

「今
頃
何
と
し
て
此
不
時

の

一
会
を
催
さ
る

ン
に
や
」
と
い
ぶ
か
し
く
感
じ
て
、

益
田
孝

(鈍
翁
)
に
開
催
理
由
を
聞

い
た
。
益
田
に
よ
る
と
、
明
治
四
十
三
年

(
一
九

一
〇
)
に

「旧
大
聖
寺
藩
主
前
田
利

鬯
子
所
蔵
小
野
道
風
筆

「継
色
紙
」

十

一
枚
綴
帖
を
分
割

の
節
、
松
滴
庵
主

(
団
琢
磨
ー
筆
者
注
)
は
海
外
旅
行
中

で
あ

つ
た
」
が
、
益
田
は
団
の
為
に

「専
断
で

一
枚
申
請
け
て
置
い
た
」
と
い

う
。
そ
の
こ
と
を
益
田
は
忘
れ
て
い
た
。
表
具
が
出
来
上
が

っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
益
田
に
は
何

の
連
絡
も
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
益
田
の

ラ
イ
バ

ル
的
な
存
在

で
あ
る
、
原
富
太
郎

(三
渓
:
一
八
六
八
～

一
九
三
九
)
夫

婦
を
団
邸
に
招
い
た
時
、
団
が
こ
の
掛
物
用

い
て
原
夫
妻
を
も
て
な
し
た
と
い

う
。
そ
の
噂
を
聞
き

つ
け
た
益
田
は
、
団
に
世
話
を
し
て
や

っ
た
自
分
を
何
故

招
か
な
い
の
か
と
抗
議
し
、
団
は
仕
方
な
く
色
紙
披
き

の
茶
会
を
催
す
こ
と
に

　　
　

な

っ
た
の
だ
、
と
い
う
。

こ
の
日
の
客

は
、
正
客
益

田
、
末
客
伊
丹
信
太
郎

(楊
山
)、
そ
の
他
岩
原

謙
三

(謙
庵
)、
福
井
菊
三
郎

(親
庵
)
と
高
橋
の
計
五
名

で
あ

っ
た
。
伊
丹
は

東
京

の
道
旦
ハ商
、
岩
原
は
芝
浦
製
作
所
所
長
な
ど
を
務
め
た
実
業
家
、
そ
し
て

福
井
は
、
三
井
系

の
会
社
で
活
躍
し
た
実
業
家

で
あ
る
。
岩
原
を
除
く
四
名
は

い
ず
れ
も
三
井

に
関
係
し
た
人
物
で
あ
る
。
道
具
商

の
伊
丹
も
若

い
頃
、
三
井

物
産

に
勤
め
て
い
る
。
岩
原
は
茶
会
で
の
滑
稽
な

エ
ピ
ソ
ー
ド

の
多

い
人
物
で

あ
り
、
益
田
ら
数
寄
者

の
聞

で
も
人
気
者

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
日
彼
が

茶
会

に
呼
ば
れ
た
理
由
は
恐
ら
く
他
に
あ
る
。
彼
は
加
賀
大
聖
寺
藩
士
岩
原
孝

興
の
長
男
で
あ

る
。
先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
日

の
掛
物

は
旧
大
聖
寺
藩
主

の
所

持
品
で
あ

っ
た
。
そ
れ
故
、
ゆ
か
り
の
あ
る
岩
原
を
招
待
し
た
の
で
あ
る
。
当

日
の
道
旦
ハ組
は
次
の
通
り
。

〈
床
〉

小
野
道
風
筆
継
色
紙

・
旧
大
聖
寺
藩
主
前
田
利
鬯
子
所
蔵

「
こ
の
よ
ひ
の
あ
り
あ
け
の
月
の
あ
り
つ
ら
ん
君
を
お
き
て
は
ま

つ

人
も
な
し
」
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茶道 と恋歌(二)

〈
釜
〉

茄
子
鐶
付

・
団
扇
中
布
袋
地

紋

〈花
入
〉
砂
張
船
形
釣
花
入

〈花
〉

睡
蓮

一
輪

〈茶
入
〉
信
楽
焼

・
銘
布
引

〈茶
碗
〉
三
島

〈茶
杓
〉
江
月
和
尚
共
筒

　ゆ
　

〈水
指
〉
木
地
釣
瓶

さ
て
、
問
題
の
掛
物

の
歌
は

『万
葉
集
』
巻
十

一
に
収
載
さ
れ
て
い
る
よ
み

人
知
ら
ず

の
歌
で
あ
る
。
こ
の
掛
物

に
つ
い
て
、
高
橋
は

「
原
宿
団
邸
松
滴
庵

の
床
に
掛
け
ら
れ
た
小
野
道
風
継
色
紙

の
歌
は
固
よ
り
恋
歌

で
あ
る
が
、
君
を

お
き
て
は
待

つ
人
も
な
し
の
下

の
句
が
、
其
侭
茶
客
に
対
す
る
主
人

の
会
釈
と

も
思
ひ
做
さ
れ

て

一
段
茶
席

に
嵌
り
、
(中
略
)
苦
心

の
跡
が
歴
々
と
窺

は
れ

　
あ
　

た
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
『男
爵
団
琢
磨
伝
』
に
は

「扨

て
当
日

の
主
品

継
色
紙

に
就

い
て
は
、
歌
は
恋
歌
で
あ
る
が
、
『君
を
お
き
て
は
ま

つ
ひ
と
も

な
し
』
と
云

へ
る
文
句
が
茶
客
に
対
す
る
庵
主

の
温
情
を
表
明
し
た
か
の
如
く
、

恋
歌
も
此
に
至
れ
ば
最
も
能
く
茶
事

に
適

応
す
る
も
の
な
り
と
て
、

一
同
感
服

　め
　

の
外
な
か
つ
た
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

両
者
と
も
下
の
句
に
亭
主
の
意
を
汲

み
取

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
、
彼
等

が

「恋
歌
で
あ
る
が
」
と
い
う

エ
ク
ス
キ

ュ
ー
ズ
を
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は

「茶

の
掛
物

に
恋
歌
は
適

さ
な
い
」
、
あ

る
い
は

「掛
け
る

べ
き

で
は
な
い
」
と
い
っ
た
知
識
を
彼
等
が
持

っ
て
い
た
こ
と

の
証
左

に
な
る
。

彼
等
は
そ
の
常
識
破
り
を
し
た
団
に
、
「苦
心

の
跡
」
を
見
、
「感
服
」
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
茶
会
が
不
時

の
茶
会

で
あ

っ
た
甎
、
そ
し
て
色
紙
が

「継
色

紙
」
と
い
う
名
物
色
紙
で
あ

っ
た
事
、
さ
ら
に
歌

の
文
句
が
こ
の
茶
会

の
趣
旨

に
適

っ
て
い
た
事
、
な
ど

の
理
由

に
よ
り
、
恋
歌
が
容
認
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

16

粕
谷
徹
三
郎
の
茶
会

　が
　

粕
谷
徹
三
郎

(半
醒
:
生
没
年
未
詳
)
は
、
「敬
和
会
」

の
メ
ン
バ

ー
で
名
古

屋
市
西
区
塩
町

(現
在
の
西
区
幅
下

一
丁
目
堀
川
沿
)
に
住
ん
で
い
た
人
物

で
あ

る
。
高
橋
義
雄
は

「耕
雲
庵
粕
谷
徹
三
郎
君
は
嘗

て
干
鰯
問
屋
を
営
み
、
中
京

実
業
成
功
者

の

一
人
だ
が
、
数
年
前
よ
り
敬
和
会
員
と
為
り
て
漸
く
閑
生
涯
に

入
り
、
昨
年
な
ど
例

の
鱒
、
鰹
判
会

に
於
て
鰹
方

の
代
表
者
と
な
り
し
事
あ
り
。

為
人
温
順
洒
脱
に
し
て
衒
は
ず
、
飾
ら
ず
、
率
直

の
問
に
雅
致
多
き
を
以
て
茶

趣
も
自
ら
其
性
行
を
現
は
し
、
最
も
同
人
に
敬
愛
せ
ら
る
〉
さ
う
で
あ
る
」
と

　　
　

彼
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
野
崎
広
太
は

「
こ
の
庵
主

(粕
谷
の
こ
と
1
筆

　　
　

者
注
)
は
極
め
て
無
邪
気

に
し
て
爽
邁
風
流
」
と
彼
を
評
し
て
い
る
。
彼

の
事

績

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な

い
が
、
『名
古
屋
商
工
会
議
所
五
十
年
史
』

に
よ
る
と
、
大
正
七
年

(
一
九

一
八
)

一
月
八
日
に
商
工
会
議
所
役
員

に
就
任

し
、
同
九
年
十

一
月
二
十
五
日
に
退
任
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
運
輸
副
部
長
を

　の
　

　
　
　

務

め
て
い
る
。
『名
古
屋
肥
料
雑
穀
問
屋
組
合
沿
革
史
』
に
よ
れ
ぽ
、
同
組
合

の
三
代
頭
取
に
も
な

っ
て
い
る
。
彼

の
茶
歴

に
つ
い
て
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
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名
古
屋
に
は
尾
張
藩
数
奇
屋
方
粕
谷
家

に
伝
わ
る
茶
道

の
流
派
が
あ
る
が
、
そ

の
流
派
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
が
恋
歌
の
掛
物
を
掛
け
た
の
は
、

大
正
十
五
年

(
一
九
二
六
)
五
月
十
四
日
正
午

の
茶
会

で
あ
る
。
正
客
を
高
橋

義
雄

(箒
庵
)
と
し
、
そ
れ
に
道
具
商

の
横
井
庄
太
郎

(二
王
)、
そ
れ
に
同
じ

「敬
和
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

る
森
川
勘

一
郎

(如
春
)
が
加
わ

っ
た
。
場
所

は
粕
谷

の
自
邸
に
あ

っ
た

「耕
雲
庵
」
(二
畳
台
目
)
で
あ
る
。
道
具
組

は
次

の
通
り
。

〈床
〉

藤
原
定
頼
卿
筆
古
今
集
歌
切

「夏
ひ
き
の
て
ひ
き

の
糸
を
く
り
か

へ
し
事
し
け
く
と
も
た
え
ん
と

思
ふ
な
」

「里
人
の
こ
と
は
夏
野
の
し
け
く
と
も
か
れ
ゆ
く
君
に
あ
は
さ
ら
め

や
は
」

〈
釜
〉

天
明
四
方
尾
垂

〈
花
入
〉
片
桐
石
州
作

一
重
切

く
花
V

大
山
蓮
華

〈
茶
入
〉
瀬
戸
焼

・
銘
八
橋

〈
茶
碗
〉
無
地
刷
毛
目
酢
次

・
純
白

の
刷
毛
目
釉

〈茶
杓
〉
小
堀
遠
州
共
筒

・
銘
盧
橘

　　
　

〈水
指
〉
木
地
曲

掛
物

の
歌
は
い
ず
れ
も

『古
今
和
歌
集
』
巻
十
四

(恋
歌
四
)
に
収
載
さ
れ

　の
　

て
い
て
作
者
は
不
明

で
あ
る
。
さ
て
、
彼

は
何
故
こ
の
歌
切
を
掛
け
た
の
だ
ろ

う
か
。
答
え
は
簡
単
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
季
節

の
掛
物
と
し
て
取
り
扱

っ
て

い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
夏

の
到
来
を
告
げ
る
掛
物
と
し
て
掛
け
た
の
だ
。

そ
れ
は
道
旦
ハ組

を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
茶
入

に
瀬
戸
焼
銘

「八

橋
」
を
用
い
て
い
る
の
は
、
有
名
な

『伊
勢
物
語
』
業
平
東
下
り
の
段

(第
九

段
)
の
杜
若
を
思

い
起
さ
せ
る

(物
語
の
場
所
も
三
河
国

〈現
在

の
愛
知
県
知
立

市
〉
と
近
い
)。
ま
た

「盧
橘
」
と
い
う
銘
を
も

つ
茶
杓
を
用

い
て
夏

の
花

で

あ
る
橘
を
そ
こ
に

つ
け
加
え
、
夏
と
い
う
季
節
を
強
調
す
る
。
無
地
、
純
白
の

刷
毛
目
茶
碗
、
砂
張
の
建
水
、
木
地
曲

の
水
指
は
、
茶
会

に
清
涼
感
を
与
え
る

役
目
を
担

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
茶
会

で
用
い
ら
れ
た
恋
歌
は
恋
歌
と
し

て
で
は
な
く
、
偶
然
二
首
共

に
恋
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
季
節
感
を
強
く
印
象
付

け
る
た
め
の
掛
物
と
し
て
用

い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

17

益
田
孝
の
茶
会
③

昭
和
三
年

(
一
九
二
八
)
六
月
十
三
日
正
午

の
茶
会
に
恋
歌
を
掛
け
た
。
場

所

は
小
田
原
掃
雲
台
邸

「無
仏
庵
」
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
茶
会
は
益
田
が
年
中

行
事
と
し
て
行
な

っ
て
い
た
初
風
炉

の
茶
会

で
あ

っ
た
。
高
橋
義
雄

(箒
庵
)

を
正
客
と
し
、
三
重
四
日
市

の
実
業
家
熊
沢

一
衛

(月
台
)、
歌
人

の
佐
佐
木

信
綱
、
「和
敬
会
」
会
員

の
近
藤
滋
弥

(其
日
庵
)、
茶
道
具
商
大
善
主
人

の
伊

丹
善
蔵
が
こ
の
日

の
客

で
あ

っ
た
。
当
日
の
道
具
組
は
次

の
通
り
。

〈床
〉

桂
万
葉
切

「
み
そ
ら
ゆ
く
月

の
ひ
か
り
に
た
〉
ひ
と
り
あ
ひ
見
し
人

の
夢

に
し
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茶道と恋歌(二)

み
ゆ
る
」
他

一
首

〈釜
〉

佐
久
間
将
監
所
持

・
鬼
面
鐶
付
九
輪
釜

〈花
入
〉
遠
州
名
物

・
銘
深
山
木

〈花
〉

白
根
葵

(日
光
山
の
奥
に
あ
る
白
根
山
の
雪
中
に
咲
き
出
た
物
)

〈茶
入
〉
中
興
名
物

・
藤
四
郎
作

・
銘
春
山
蛙
声

〈茶
碗
〉
御
所
丸
黒
刷
毛

〈茶
杓
〉
古
田
織
部
共
筒

　　
　

〈
水
指
〉
木
地
釣
瓶

掛
物
の
歌
の
作
者
は
、
安
都
扉
娘
子
で
あ
る
。
こ
の
掛
物
は
伝
源
順
筆
桂
本

　の
　

万
葉
集
で
、
別
名

「栂
尾
切
」
と
も
呼
ぼ

れ
る
。
ま
た
、
大
正
十
三
年
十
二
月

八
日
に
行
な
わ
れ
た
吉
田
丹
左
衛
門

(楓
軒
)
の
入
札
会

に
も
出
品
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
掛
物
は
計
十
行
か
ら
な
る
も

の
で
、
先
の
歌
と
共
に
も
う

一
首
歌
が
あ
り
、

そ
れ
は
舎
人
吉
年

の
歌

「
こ
ろ
も
て
に
と
り
と

〉
こ
ほ
り
な
く
こ
に
も
ま
さ
れ

る
わ
れ
を
お
き

て
い
か
》
せ
む
」

で
あ
る
。
共
に

『万
葉
集
』
巻
四

(相
聞
)

に
収
載
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。
歌
意
は

一
首

目
が

「空
を
行
く
月
光

の
下
で

一
目

見
た
人
が
夢
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
」
と

い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
二
首
目
は

「袖
に
す
が

っ
て
泣
く
子
に
も
ま
さ

っ
て
別

れ
を
悲

し
む
私
を
後

に
残
し
て
あ

な
た
は
ど
う
す
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い

っ
た
意
味

に
な
る
。
何
ら
茶
会
に
は

関
係
な
い
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

で
は
何
故
こ
の
歌
物
を
掛
け
た
か
と
い
う
と
、
理
由
は
い
た

っ
て
単
純
で
、

熊
沢
と
佐
佐
木
と
い
う

「万
葉
研
究
家
」
が

相
客
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
高
橋

の
記
述

に
よ

っ
て
も
知

る
事
が
で
き
る
。
「今
日
佐
々
木
、
熊
沢
両

君

の
如
き
万
葉
研
究
家

に
対
し
て
、
古
筆
中
最
も
貴
重
な
る
此
歌
切
は
蓋
し
此

　　
　

上
な
き
御
馳
走
で
あ
ら
う
と
思
ふ
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
佐
佐
木

に
つ
い

て
は

「
万
葉
研
究
者
」
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
が
、
熊
沢
に
つ
い
て
は
適

切
な
表
現
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
彼
は
熱
心
な

「古
筆
愛
好
家
」
と

い
う
べ
き

で
あ
り
、
そ
の
証
拠
に
古
筆
帖

『月
臺
』
(田
中
親
美
編
)
を
大
正
十

四
年
十
月

に
上
梓
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

「御
馳
走
」
は
効
を
奏
し
た

と
見
え
て
、
熊
沢
、
佐
佐
木
両
人
が
茶
会
中
に
歌
を
詠
ん
で
お
り
、
こ
の
茶
会

は

「万
葉
茶
会
」
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
と
な

っ
た
。
要
す
る
に
、
こ
の
茶
会

で
は
恋
歌
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
そ
ん
な
こ
と
は
問
題
で
は
な
く
、

『万
葉

集
』

の
歌
切

で
、
か
つ
貴
重
な
掛
物
で
あ
れ
ば
、
同
様

の
効
果
が
得
ら
れ
た
に

違

い
な

い
。

18

山
中
松
治
郎
の
茶
会

山
中
松
治
郎

(松
篁
:
生
没
年
未
詳
)
は
、
京
都
市
東
山
区
粟
田
口
三
条
坊

門

に
自
邸
を
構
え
、
山
中
商
会

(株
)
取
締
役
と
し
て
新
古
美
術
骨
董
商
を
営

ん
で
い
た
人

で
あ
る
。
主

に
外
国
人
相
手

に
、
日
本

の
美
術
品
を
扱

っ
て
い
た

と
い
う
。
昭
和
五
年

(
一
九
三
〇
)
十

一
月
二
十
九
日
正
午

の
茶
会
に
、
彼
は

恋
歌

の
掛
物
を
掛
け
て
い
る
。
客
は
正
客
を
淡
々
斎
千
宗
室
と
し
、
以
下
元
永

堂
店
主
福
田
浅
次
郎

(元
永
)、
林
新
助
営
業
所
店
主

の
林
新
助

(楽
庵
)、
永

昌
堂
主
人

の
土
橋
嘉
兵
衛

(無
声
庵
)、
末
客

は
八
方
堂
主
人

の
今
井
貞
次
郎
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(八
方
)
で
あ

っ
た
。
淡
々
斎

を
除

い
て
皆

が
道
具
商
で
あ

る
。
さ
ら

に
、
彼

等
は
皆
大
正
十
年

に
行
な
わ
れ
た

「洛
陶
会

」
主
催

の
東
山
大
茶
会

で
釜
を
掛

　　
　

け
た
人
々
で
あ
る
。
こ
の
日
の
茶
会
は

「十

一
月
の
暁
会
」
と
題
さ
れ
た
会
で

あ

っ
た
。
「
暁
会
」
と
は
何

か
。
『茶
道
月
報
』

に
次

の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

「暁
会
は
今
日
庵

の
淡
々
斎
宗
匠
が
中
心
で
、
今
井
貞
次
郎
、
松
風
嘉
定
、
林

マ
マ

新
助
、
土
橋
嘉
兵
衛
、
福
田
浅
次
郎
、
山
中

松
次
郎

の
諸
子
の
結
合

で
、
淡
々

斎
宗
匠
が
嘗
て
林
氏
の
会

の
十
時
を
間
違

へ
て
正
午
に
出
席
さ
れ
た
時

に
、

一

同
が
そ
の
御
報
ひ
に
と
い
は
れ
て
、
円
能
斎
宗
匠
と
淡
々
斎
宗
匠
と
が

二
月

の

寒
空

に
暁
茶
事
を
催
ふ
さ
れ
た
。
そ

の
午
前

四
時
に

一
同
が
悉
く
揃
ふ
て
爾
来

　の
　

暁
会
と
命
じ
交
代
で
年
四
回
開
い
て
居
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
茶
会

は
そ
の
集
ま
り
で
あ

っ
た
。
主
な
道
旦
ハ類

は
次

の
通
り
。

〈
床
〉

後
醍
醐
天
皇
宸
翰

・
歌
仙
切
画
賛

・
横
物

・
伊
勢

「
三
輪
の
山

い
か
に
満
ち
み
ん
と

し
ふ
と
も
た
つ
ぬ
る
人
も
あ
ら
じ

と
思

へ
ば
」

〈
釜
〉

瓢
形

・
初
代
寒
雉
作

〈
花
入
〉
織
部

・
竹

・
一
重

・
風
羅
裏
と
黒
漆
直
書

〈花
〉

白
玉
椿

・
榛

〈茶
入
〉
朝
鮮
唐
津

・
胴
張

・
如
心
斎
箱

〈茶
碗
〉
宗
入
作

・
赤

・
如
心
斎
箱

・
銘

シ
ュ
ク
シ

〈茶
杓
〉
吸
江
斎
作

・
二
本
入
の
う
ち

　　
　

〈水
指
〉
高
取

・
一
重
口

掛
物
は

「後
醍
醐
天
皇
宸
翰

歌
仙
切
画
賛

横
物

伊
勢
」
と
あ
り
、

　
り
　

「大
和
守
従
五
位
上
藤
原
継
」
と
あ

っ
た
後
、
歌
が
書

か
れ

て
い
る
。
歌

は

『古
今
和
歌
集
』
巻
十
五

(恋
歌
五
)
に
収
載
さ
れ
て
い
る
伊
勢

の
歌

で
あ
る
。

こ
の
歌
が
書
か
れ
た
歌
仙
切

で
現
存
す
る
も
の
は
、
四

つ
あ
る
。
佐
竹
本
、
為

　　
　

家
本
、
藤
房
本
、
木
筆
本
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
内

で
位

の
記
述
す
な
わ
ち

「大
和
守
五
位
上
藤
原
継
」

の
文
字
が
あ
る
の
は
、
わ
ず
か
に
佐
竹
本
と
藤
房

　の
　

本

の
み
で
あ
る
。
こ
の
内
佐
竹
本

は
大
正
八
年

(
一
九

一
九
)
に
有
賀
長
文

(三
井
合
名
理
事
:
一
八
六
五
～

一
九
三
八
)
に
所
有
さ
れ
た
後
、
昭
和
十
年

(
一

九
三
五
)
十
月
二
十
八
日
に
行
な
わ
れ
た
有
賀
家
入
札
に
お
い
て
松
永
安
左
衛

門

(耳
庵
:
一
八
七
五
～

一
九
七

一
)
に
八
万
三
千
九
百
円
で
渡

っ
た
こ
と
が
わ

　　
　

か

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
佐
竹
本
は
こ
の
間
動
い
て
い
な
い
。
ま
た
、
佐
竹
本

は
後
京
極
摂
政
藤
原
良
経

の
筆
に
よ
る
こ
と
は
、
昔
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
茶
会
に
用

い
ら
れ
た
も

の
で
な

い
こ
と
は
確
か
だ
。

一
方
の
藤
房
本
は
ど
う
か
。
森
暢
氏

に
よ
る
と
、
藤
房
本
は

「濃
彩
の
歌
仙
絵

で
あ
り
、
古
筆
家

の
極

で
は
、
万
理
小
路
藤
房
筆
と
し
て
い
る
が
、
後
醍
醐
天

　の
　

皇
宸
翰
と
し
て
い
る
も

の
も
あ
る
」
と
い
う
。
藤
房
本
は

一
名
を

「後
醍
醐
帝

　い
　

本
」
と
も
言

い
、
「夙
く
か
ら

一
部

の
人
達

に
愛
好

さ
れ
て
い
」
る
。
以
上

の

こ
と
か
ら
、
こ
の
日
の
茶
会
に
用
い
ら
れ
た
掛
物

は
、
藤
房
本
三
十
六
歌
仙
絵

の
中

の

一
枚
で
あ
る
と
断
言
し
て
よ
い
。

さ
て
、
こ
の
歌
切
が
掛
け
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
う
が
、
現

在

の
と
こ
ろ
明
確
な
理
由
を
見
出
せ
な
い
で
い
る
。
道
具
組

か
ら
は
大
し
た

ヒ
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茶道と恋歌(二)

ン
ト
は
得
ら
れ
な
い
よ
う

に
思
う
。
歌
は
空
し
く
待

つ
人
の
気
持
ち
を
歌

っ
た

も

の
で
あ
る
か
ら
、
今
日

の
茶
会
を
長
年
空
し
く
待

っ
て
お
り
ま
し
た
、
と
い

う
よ
う
な
意
味
に
と
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
理
由
と
し
て

弱

い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
推
測
の
域

を
出
な

い
の
を
承
知
し
た
上
で
あ
え

て
理
由
づ
け
を
す
る
の
だ
が
、

ヒ
ソ
ト
は
客
組
と
時
代
背
景
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
先
述

し
た
よ
う

に
淡
々
斎
を
除

い
た
人
達
は
皆
道
具
商

で
あ

っ
た
。

淡
々
斎
が
正
客
で
あ

っ
た
の
で
彼

に
合
わ
せ
た
道
旦
ハ組

に
な

っ
て
い
る
が
、
彼

を
含
め
恋
歌
が
千
家
流
の
わ
び
茶

に
も
使
え
る
と
い
う

一
例
を
、
彼
は
こ
の
茶

　　
　

会
で
示
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
長
年
京
都

の
土
橋
永
昌
堂

(客
で

あ
る
土
橋

の
店
)
で
働

い
て
い
た
赤
坂
政
次

に
次

の
よ
う
な
述
懐
談
が
あ

る
。

「私
が
奉
公
に
入

っ
た
頃
、
昭
和

の
四
、

五
年

と
い
う
時
代
は
何

に
も
売

れ
な

　ぬ
　

い
時
代
で
し
た
。

(後
略
)」
。
時
ま
さ
に

「
昭
和
恐
慌
」
、
「世
界
大
恐
慌
」
の

時
代
で
あ
る
。
山
中
は
こ
の
掛
物
を
掛
け

る
こ
と
で
あ
わ
よ
く
ば
誰
か
が
買

っ

　の
　

て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
か
、
あ

る
い
は

「昭
和
恐
慌
」、
「世
界
大
恐

慌
」
と
言
わ
れ
、
物
が
売
れ
な
か

っ
た
今

の
時
世
を
嘆
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か

(も
し
か
す
る
と
、
こ
の
時
期

に
は
既
に
、
淡
々
斎
は
昭
和
十
五
年
に
行

な
う
予
定

の
利
休
三
百
五
十
回
忌
追
善
茶

会
に
用

い
る
掛
物
を
探
し
て
い
た
可

能
性
も
あ

る
)
。
そ
う
思

っ
て
も
う

一
度
歌
を
解
釈
し
な
お
す
と
、
何
だ
か
空

し
さ
が
伝
わ

っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
残
念
な
が
ら
彼

の
師
承
は
不
明
で

あ
る
が
、
淡
々
斎
と
深
い
関
係
が
あ

っ
た

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
裏
千
家
流

の

茶
道
を
行
な

っ
て
い
た
可
能
性

は
あ
る
。

19

松
尾
喜
七
の
茶
会

京
都
市
下
京
区
五
条
高
倉
で
、
「松
喜
」
と
い
う

「京
鹿

の
子
商
」
を
営
ん

で
い
た
松
尾
喜
七

(翠
庵
:
生
没
年
未
詳
)
の
茶
会
で
あ
る
。
京
鹿

の
子
は
、

絞
り
染

め
の

一
種

で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
絹
を
使
用
し
、
か
つ
一
切
の
道
旦
ハ

を
使

わ
ず

に
作
ら
れ

る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
松
尾

の
こ
と
を

「温
厚
篤
実

な

人
」
と
評

し
た

の
は
、
茶
道
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
佐
々
木
三
味

(
一
八
九
三

　　
　

～

一
九
六
九
)
で
あ

っ
た
。
松
尾
は
先
述

し
た
今
井
貞
次
郎
ら
と
共
に

「長
生

　の
　

会
」
、
「蜂
庵
会
」
な
ど
の
会
員

で
彼
等
と
定
期
的
に
茶
会
を
開
い
て
い
た
も

の

と
思
わ
れ
る
。
彼

の
名

は
昭
和
九
年

(
一
九
三
四
)

一
月
発
行

の

『講
談
倶
楽

部
』
第
二
十
四
巻
第

一
号
付
録

「全
国
多
額
納
税
者

一
覧
」

に
も
見
え
、
当
時

　
の
　

五
千
九
百
六
十
四
円

の
納
税
を
行
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
が
恋
歌
を

用
い
た
茶
会
を
催
し
た
の
は
、
そ
の
年

の
五
月
十
七
日
で
あ

っ
た
。
新
席

「翠

庵
」

の
席
開
き
で
あ
る
。
当
日

の
主
な
道
具
組
は
以
下

の
通
り
。

〈床
〉

肖
柏
筆

・
住
吉
社
壇
詠
三
百
首

の
和
歌

・
藤
田
家
伝
来

「郭
公
:
い
な
か
て
の
た
を
み
や
人

の
あ
か
つ
き
わ
し

つ
や
も

い
か

に
や
す
く
ほ
と

〉
き
す
」

「稀
逢
恋
:
ほ
の
か
な
る
ゆ
め
を
く
る
し
き
し
ら
露

の
か
〉
れ
と
く

や
み
と
た

へ
お
き
け
む
」

「神
祗
:
あ
ふ
き
て
も
い
や
た
か
か
り
き
こ
の
み
こ
し
神

の
し
る
し

を
み

つ
か
き

の
松
」
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〈
釜
〉

義
政
公
好

・
六
角
筒
形

・
探

幽
下
絵
鶴
地
紋

・
弥
五
郎
作

〈花
入
〉
遠
州
作

・
竹
二
重

・
藤
田
家
伝
来

〈花
〉

葵
葛

・
豌
豆

・
紅
薊

〈茶
入
〉

一
入
作

・
黒

・
如
心
斎
箱

・
銘
宮
柱

・
埣
啄
斎
箱

〈
茶
碗
〉
錐
呉
器

・
権
十
郎
箱

〈
茶
杓
〉
随
流
作
共
筒

・
銘
寸
戸

・
如

・19
斎
箱

　　
　

〈
水
指
V
伊
賀

・
重
餅

・
耳
付

・
共
蓋

掛
物
は

「
肖
柏
筆

住
吉
社
壇
詠
三
百
首

の
和
歌

藤
田
家
伝
来
」
で
あ

る
。

歌
の
読
み
は
、

一
首
目
が

「
い
ね
か
て
の
お
ほ
み
や
人
も
あ
か

つ
き
は
し
つ
や

も
い
か
に
や
ま
ほ
と
〉
き
す
」
、
二
首
目
が

「ほ

の
か
な
る
夢
そ
く
る
し
き
し

ら
露

の
か
〉
れ
と
て
や
は
と
た
え
を
き
け

む
」、
三
首
目
が

「あ
ふ
き

て
も

い

や
た
か
〉
り
し
た
の
み
こ
し
神

の
し
る
し
を
美
津

か
き

の
松
」
が
正
し
い
。
染

筆
者

で
あ

る
牡
丹
花
肖
柏

(
一
四
四
三
～

一
五
二
七
)
は
、
連
歌
師
と
し
て
著

名
で
、
師

の
飯
尾
宗
祗

(
一
四
二

一
～

一
五
〇
二
)、
同
門

の
柴
屋
軒
宗
長

二

四
四
八
～

一
五
三
二
)
と
三
人

で
巻

い
た

「水
無
瀬
三
吟
」
や

「湯
山
三
吟
」

は
連
歌

の
模
範
的
作
品
と
し
て
有
名

で
あ

る
。
生
涯
旅
を
好

ん
だ
と
も
い
う
。

こ
の
掛
物
は

「藤
田
家
伝
来
」
と
あ
る
よ
う
に
元
は
藤
田
伝
三
郎

の
所
蔵
品
で

あ

っ
た
。
『香
雪
斎
蔵
品
展
観
図
録
』

に
こ
の
掛
物
が

モ
ノ
ク
ロ
写
真

で
掲
載

　
　
　

さ
れ

て
い
る
。
こ
の
図
録

に
掲
載

さ
れ

た
美
術
品

は
、
昭
和
九
年

(
一
九
三

四
)
四
月
五
日
に
大
阪
美
術
倶
楽
部

に
お

い
て
入
札
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
際
に

こ
の
掛
物
を
買

っ
た
の
が
松
尾
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『淡
々
斎
茶
会
記
』

に
よ
る
と
、
客
は
淡
々
斎

の
他

は

「他
五
名
」
と
あ

っ
て
全
く
わ
か
ら
な
い
。

新
席
開
き
の
茶
会

に
松
尾
は
つ
い
先
日
手

に
入
れ
た
掛
物
を
掛
け
た
。
あ
る
い

は
こ
の
日
が
掛
け
初
め
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
掛
物
に
は
恋
歌
は
入

っ
て
い
る
も

の
の
、
純
然
た
る
恋
の
掛
物

で
は
な

い
。
彼
が
こ
の
掛
物
を
掛
け

た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
彼
は

一
首
目
と
三
首
目
を
重

視
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
季
節
相
応

の

「郭
公
」
と
、
新
席
開
き

に
ふ

さ
わ
し
い
神
祗

(普
通
は
賀
の
歌
が
多
く
掛
け
ら
れ
る
が
)
の
歌
を
選
ん
だ

の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
新
席

に
新
し
く
手

に
入
れ
た
掛
物
を
披
露
す
る
こ
と
が
歌

の

意
味
な
ど
よ
り
優
先
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
が
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

彼
は
こ
の
掛
物
を
恋
歌

の
掛
物
と
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
道
具
組
を

　ほ
　

見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
が
千
家
流
の
茶
道
を
学
ん
だ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

　　
　

な
い
が
、
淡
々
斎

の
葬
儀

に
献
香
し
て
い
る
か
ら
、
淡
々
斎
と
は
あ
る
程
度

の

付
き
合

い
は
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

20

利
休
居
士
三
百
五
十
回
忌
追
善
茶
会

(淡
々
斎
の
茶
会
)

淡
々
斎
千
宗
室

(
一
八
九
三
～

一
九
六
四
)
は
、
裏
千
家
十
四
世
当
主
で
あ

る
。
彼

に
関
す

る
資
料

は
彼
自
身

の
著
作
、
あ
る
い
は

『茶
道
月
報
』、
『淡

交
』
な
ど

の
雑
誌
類
も
含

め
れ
ぽ
膨
大
な
数

に

の
ぼ

る
。
が
、
『無

限

の
譜

　の
　

　　
　

淡
々
斎
宗
室
宗
匠
追
悼
録
』
、
『比
翼
集

無
限
斎

・
清
香
院

の
ふ
ま
れ
し
道
』
、

あ
る
い
は

『無
限
斎

●
清
香
院

の
遺
麺
』
が
彼
の
事
績
と
人
柄
を
知

る
の
に
は

適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
好

み
の
道
旦
ハ類
や
茶
会

の
様
子
を
知
る
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　ロ
　

の
に
は

『裏
千
家

淡
々
斎
遺
芳
集
』
二
巻
が
参
考

に
な
る
。
彼
が
恋
歌
を
掛

け
た
の
は
、
昭
和
十
五

(
一
九
四
〇
)
年

四
月

二
十
二
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で

の
三
日
間
の
こ
と
で
あ
る
。
場
所
は
大
徳
寺
真
珠
庵
。
利
休
の
三
百
五
十
回
忌

で
あ

っ
た
。
当
日
の
道
具
組
は
次

の
通
り
。

マ
マ

〈床
〉

定
家
卿

小
倉
色
紙

集
合
十
種
所
載

マ
マ

「王
数
礼
志

の
い
く
す

へ
ま
て
は
か
た
け
れ
と
き
ふ
を
か
き
李
乃
伊

の
ち
と
も
か
那
」

利
休
居
士

か
ら
津
田
宗
及
に
伝
来

萌
黄
地

に
金
砂
子
霞
引

の
色

紙

〈釜
〉

利
休
四
方

・
古
浄
味
作

・
蓋
芦
屋

宗
旦
か
ら
宗
偏
に
伝
来

〈花
入
〉
砂
張

・
経
筒

〈花
〉

菩
提
樹

・
都
忘
れ

〈茶
入
〉
大
名
物

・
利
休

・
尻
張

〈茶
碗
〉
長
次
郎

・
利
休
七
種

の
内

・
銘
早
船

・
利
休
居
士
箱

〈茶
杓
〉
利
休
作

・
銘
ゆ
が
み

　ゆ
　

〈
水
指
〉
大
名
物

・
古
備
前

・
破
桶

掛
物

は

「小
倉
色
紙
」
で
あ

る
。
歌

は

『新
古
今
和
歌
集
』
巻
十

三

(恋

三
)
に
の
る
儀
同
三
司
母
の
歌
で
あ
る
。

こ
の
掛
物

の
評
判
は
ど
う
だ

っ
た
で

わ

び

あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
表
千
家

の
機
関
雑
誌

『和
比
』
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
年

の
六
月
号
に
二
つ
の
異
な

っ
た
意
見
が
見

え
る
。
ま
ず

は
御
影
左
大
臣
と
い
う

人

の

「茶
会
髄
録

利
休
居
士

に
訊
く
」

か
ら
見

て
み
よ
う
。
こ

の
文
章

は

「利
休
居
士

に
訊
く
」
と
い
う
副
題
が

つ
い
て
い
る
よ
う

に
、
筆
者
と
利
休
が

対
談
し
て
い
る
形
式
を
と

っ
て
い
る
。
掛
物

に
つ
い
て
の
記
述
は
次

の
通
り
。

利
休
…
…
真
珠
庵

の
掛
物
は
定
家

の
小
倉
色
紙
だ
つ
た
が
、
昭
和
時
代

の

茶

に
は
あ
ん
な
の
が
流
行
る
と
見
え
ま
す
ね
。

左
大
臣
…
…
あ
な
た
の
御
在
世
中
に
は
見
ら
れ
ぬ
傾
向

で
せ
う
。

マ
マ

利
休
…
…
そ
れ
に
あ
れ
は

「
わ
す
れ
し
な
ゆ
く
末
ま
で
は
か
た
け
れ
ど
」、

た
し
か
に
恋
歌
ぢ
や

つ
た
ね
。
わ
し
の
追
善
茶
に
、
事
も
あ
ら
う
に
恋
歌

を
掛
物
に
す
る
な
ん
て
怪
し
か
ら
ん
。

マ

マ

左
大
臣
…
…

「
け
ふ
か
き
り
の
命
と
も
か
な
」
で
、
追
善
歌

の
つ
も
り
で

す
よ
。

利
休
…
…
阿
呆
ら
し
い
。
あ
な
た
も
左
大
臣
と
名
の
る
長
袖
の
は
し
く
れ

と
も
あ
ら
う
者
が
あ
れ
を
追
善
歌
な
ん
て
い
ひ
く
る
め
る
な
ん
て
余
り
人

を
馬
鹿

に
し
な
さ
る
な
。

左
大
臣
…
…
い
や
、

こ
れ
は
ま
こ
と
に
相
す
ま
ぬ
こ
と
で
。

　ば
　

と
い
っ
た
調
子
で
あ
る
。
非
常
に
評
判
が
悪

い
。
理
由
は
恋
歌
で
あ
る
か
ら

で
あ
り
、
と
て
も
追
善
歌
と
は
と
れ
な
い
と
い
う
。

一
方
、
「
い
ち
ゐ
の
や
」

と
称
す
る
人

の

「大
徳
寺
め
ぐ
り
」
と
題
さ
れ
た
記
事

に
は
次

の
よ
う
な
記
述

が
見
え
る
。
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字
掛
物

に
て
は
小
倉
色
紙
と
利
休
白

餅
文

(玉
林
院
の
掛
物
1
筆
者
注
)

記
憶

に
浮
び
候
。
小
倉
色
紙
は

「わ
す
れ
し
の
」

の
歌

に
て
、
料
紙
も
見

事
、
字
も
判
ら
か
、
こ
と
に
紫
印
金

の
表
装
申
様
も
な
く
物
寂
び
て
重
々

し
く
見
受
け
候
。

　　
　

と

い
う
具
合
で
評
価
が
高

い
。
先
程
の
批
評
と
比
べ
て
何
が
違
う
か
と
い
う

と
、
前
者
が
歌

の
内
容
を
重
視
し
て
い
た

の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
あ
く
ま
で
も

「
お
道
旦
ハ」
と
し
て

「小
倉
色
紙
」

の
掛
物
を
見
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
「小
倉
色
紙
」
は
江
戸
時
代
か
ら
色
紙

の
中

で
も
特
別

な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
で
あ

る
か
ら
、
道
旦
ハと
し
て
み
れ
ぽ
最
高

の
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
掛
け
る
事
は
い
わ
ば
最
高

の
も
て
な
し
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

美
術
品
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
淡
々
斎
が

用
い
た
掛
物
は
最
高

の
物

で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
恋
歌

の
掛
物
と

い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
千
家
流

の

茶
道

に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
名
物
で
あ
る
が
恋
歌
と
い
う
特
徴
を
あ
わ
せ
持

つ
が
故
に
、
上
記
の
よ
う
な
二
つ
の
異
な
る
評
価
が
な
さ
れ
た
と
い
・兄
よ
う
。

か
な
り
後

の
こ
と
に
な
る
が
、
茶
道
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
佐
々
木
三
味
は
、

こ

の
時

の
掛
物

に
つ
い
て

「
い
さ
さ
か
感
服

せ
ぬ
歌
だ
が
集
古
十
種
所
載
に
免
じ

　　
　

て
で
あ
ろ
う
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
も
歌

の
内
容

で
掛
物
を
評
価
し
た
結
果

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
何
故
淡
々
斎
は
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
お
か
し
て
ま
で
こ
の
掛

物
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
可
能
性
が
考
、見
ら
れ
よ
う
。

一
つ
は
、
利
休
自
身
が

「小
倉
色
紙
」
を
掛
け
た
記
録
は
な
い
も
の
の
、
利
休

の
時
代
か
ら
次
第
に
掛
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
名
物
色
紙
と
な

っ
た

「小
倉
色
紙
」
を
掛
け
る
こ
と
で
、
利
休
を
偲
ぶ
心
を
表
現
し
た
か

っ
た

の
で

は
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
茶
の
歴
史

に
対
す
る
畏
敬
の
念

の
表
現
で

　　
ご

も
あ
る
。
二
つ
目
は
、
歌

の
意
味

か
ら
。
歌
を
意
訳
し
て
み
る
と
、
「忘
れ
ま

い
と
お

っ
し
ゃ
る
遠

い
将
来
ま
で
は
頼
み
が
た
い
も

の
で
す
。
で
す
か
ら
い
っ

そ
こ
の
よ
う
に
お
逢

い
し
て
い
る
今
日
を
限
り
に
死
ね
れ
ば
幸
せ
だ
と
思
い
ま

す
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
。
こ
の
歌
を
茶
道

の
世
界
に
置
き
換
・兄
て
み

る
と
、
コ

期

一
会
」

の
精
神
を
表
現
し
た
も

の
と
解
釈
で
き
る
。
淡
々
斎
は
、

茶

の
基
本
で
あ
る

コ

期

一
会
」
精
神
を
墨
蹟
な
ど
で
は
な
く
、
「小
倉
色
紙
」

で
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
五
十
年

に

一
度

の
利
休
忌
に
自

分
が
茶
を
た
て
る
こ
と

の
喜
び
、
そ
の
喜
び
の
中
で
仮

に
死
ん
だ
と
し
て
も
悔

い
は
残
る
ま
い
、
い
や

い
っ
そ
こ
の
ま
ま
死
ん
で
も
よ
い
、
と
い
っ
た
気
持
ち

で
彼
は
こ
の
茶
会

に
臨
ん
だ
。
こ
の
茶
会

に
対
す
る
彼

の
意
気
込
み
と
覚
悟
を

示
す
た
め
に
、

リ
ス
ク
を
承
知
で
こ
の
掛
物
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

淡
々
斎

の
た
だ
な
ら
ぬ
気
迫
が
感
じ
ら
れ
る
茶
会

で
あ
る
。

以
上
、

い
く

つ
か
の
例
を
出
し
て
恋
歌
が
使
わ
れ
た
茶
会
に

つ
い
て
考
察
を

行
な

っ
た
。

ま
と
め

前
論
稿
と
本
論
稿

の
考
察

の
結
果
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
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(前
論
稿
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
論
稿
を
合
わ
せ
た
全
体
的
な
ま

と
め
で
あ
る
の
で
、
再
録
し
た
)。

①
初
期

の
茶
会
で
は
名
物
意
識
が
強
く
、
歌

の
内
容
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
。

つ
ま
り
、
季
節
感
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
掛
物
が
撰
ば
れ
る
こ
と

は
な
か

っ
た
し
、
掛
物

に
恋
歌
が
用

い
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
意
図
的

に

行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
時

期
の
茶
会

で
歌
の
掛
物
と
い
え
ば
、

す
な
わ
ち

「小
倉
色
紙
」
を
指
す
も

の
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
初

期
茶
道
の
特
徴

の

一
つ
で
あ
る
。

②
小
堀
遠
州

の
時
代

に
な

っ
て
初
め
て
、
歌
の
内
容
ま
で
吟
味
し
て
掛
物
を

選
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
四
季
に
応
じ
た
掛
物
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
当
然
恋
歌
か
ど
う
か
と

い
っ
た
問
題

も
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

③
千
家
流
茶
道

で
は

一
部

の
例
外

(利
休
追
善
茶
会
な
ど
)
を
除

い
て
、
恋

歌
は
基
本
的

に
は
禁
止
と
さ
れ
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
守
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

一
方
、
大
名
系
茶
道

の
茶
会

に
は
恋
歌
が
掛
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ

た
。
小
堀
遠
州
の
茶
会
が
そ
の
例
で
あ

る
。
し
か
し
、
特
に
江
戸
時
代

の
茶

会
記

に
顕
著
で
あ
る
が
、
歌
掛
物
が
用

い
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
歌
ま
で
記

載
し
て
あ
る
ケ
ー
ス
は
む
し
ろ
稀
で
あ

り
、
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
な

か

っ
た
茶
会
に
も
恋
歌
が
使
用
さ
れ
た
可
能
性
は
な

い
と
は
い
え
な
い
。
今

後
、
記
載
さ
れ
て
い
な
い
歌
を
特
定
す

る
と
共
に
、
他

の
茶
会
記
資
料
を
用

い
て
事
例
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
。

④

恋

歌

を

掛

け

る

目

的

は
、

い
く

つ
か

の

パ

タ

ー

ン

に
分

類

で
き

る

。

第

一

節

で
取

り

上

げ

た

ー

～

20

ま

で

の
茶

会

を
分

類

し

て

み

よ

う

。

1

:
人

を
恋

う

気

持

ち

を

表

現

…

…

2
、

15

H

:
追

悼

の
念

を

表

現

…

…

3

、

4
、

8

、

10
、

14

、

20

m

:
客

に
対

す

る
配

慮

…

…

6

、

17

W

:
遊

び

と

し

て

…

…

7

V

:
季

節

の
歌

と

し

て

…

…

9

、

12
、

16
、

19

W

.

.
名

物

で
あ

る

か
ら

…

…

1
、

3
、

6
、

11

、

12
、

13

、

15
、

20

m

:

そ

の
他

、

不

明

…

…

5
、

18

こ
こ
で
二
つ
以
上

の
項
目
に
わ
た
り
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ

れ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
理
由
が
あ
る
。
該
当
す
る
の
は
、
3
、
6
、
12
、
15
、
20
で

あ
る
。

3
は
、
利
休
二
百
二
十
回
忌
追
善
茶
会
に
…掛
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の

日
掛
け
ら
れ
た
定
家

の

「
こ
ぬ
人
を
…
…
」

の
掛
物

は
、
「小
倉
色
紙
」
と

い

う
名
物
で
あ
り
、
か
つ
紀
州
徳
川
家

の
家
宝
で
あ

っ
た
。

ま
た
こ
の
色
紙

は
、
『江
岑
夏
書
』

に
お
い
て
、
利
休
が
よ
し
と
認
め
た
と

い
う
伝
承
を
有
す
る
。
ま
た
歌
意
も
利
休
が

い
な

い
わ
び
し
さ
を
表
現
し
た
も

の
と
し
て
、
追
善

に
相
応
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
H

と
W
に
分
類
し
た
。

6
は
元
大
名
に
対
す
る
配
慮
と
、
名
物
で
あ
る

「小
倉
色
紙
」
を
用
い
て
の

も
て
な
し
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
m
と
W
に
分
類
し
た
。
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12
は
、
大
正
九
年

(
一
九
二
〇
)
の

「光

悦
会
」

に
お
け
る
茶
会

で
あ

る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
会

に
は
二
人

の
人
物
が
恋

の
掛
物
を
用

い
た
。
藤
田

伝
三
郎

(香
雪
)
と
林
新
助

(楽
庵
)
で
あ

る
。
藤
田

の
理
由
は
、

こ
れ
を
秋

の
掛
物
と
見

て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
V
に
分
類
し
た
。

一
方

の
林
は

「光

悦
会
」
に
ち
な
み
名
物

で
あ
る

「本
阿
弥
切
」
を
使

っ
た
の
で
W
に
分
類
し
た
。

15
は
、
団
琢
磨

(狸
山
)
の
茶
会

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
名
物
で
あ
る

「継
色

紙
」
を
用
い
た
茶
会

で
あ
る
と
と
も
に
、

そ
の
歌
意
が
あ
な
た
を
お
い
て
他

に

待

つ
人
は
い
ま
せ
ん
、
と
い

っ
た
内
容
で
あ

っ
た
の
で
、
そ
れ
が
客
を
恋
う
気

持
ち
を
表
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、

一
応
分
類
上
は
ー
に
加
、兄
て
お
く
。

20
は
、
利
休

の
三
百
五
十
回
忌
に
掛
け

ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
「小
倉
色
紙
」

か
つ

「
『集
古
十
種
』
所
載
」、
そ
し
て

「
利
休
居
士
か
ら
津
田
宗
及
に
伝
来
」

と
い
っ
た
名
物

で
あ
る
こ
と
が
、

一
つ
の
理
由
。
そ
し
て
も
う

一
つ
の
理
由
は
、

歌
意
が

コ

期

一
会
」

の
精
神
に
通
じ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
掛
け
ら
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
同
時

に
そ
れ
は
利
休
を
思
慕
す

る
気
持
ち
を
も
表
現
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
H
と
W
に
分
類
し
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
「名
物

で
あ

る
か
ら
」
と

い
う
理
由

(W
に
相
当
)

が
最
も
多

い
。
こ
れ
は
、
歌
、
特

に
古
歌

に
は
恋
歌
が
多
く
、
結
果
と
し
て
名

物
と
さ
れ
る
掛
物

に
恋
歌
が
入
る
確
率
が
多

い
か
ら
で
あ

る
。
名
物
と
は
そ

の

、
由
来
、
稀
少
性
な
ど
か
ら
決
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
恋
歌
で
あ
る
か
な
い
か

は
二
次
的
な
問
題
と
な
る
場
合
も
あ
る
。

茶
の
掛
物

に
は

「恋
歌

で
あ
る
」
と

い
う
理
由
よ
り
も

「名
物

で
あ
る
」
と
い
う
理
由

の
方
が
優
先
さ
れ
る
場
合
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次

に
多

い
の
は
、
追
悼

の
念
を
表
す
も
の

(H
)
で
あ
る
。
特
に
3
、
4
、

20
は
い
ず
れ
も
利
休
追
善
茶
会
で
あ

っ
た
。
千
家
流
茶
道
で
は
、
利
休
追
善
茶

会

に
限

っ
て
恋
歌
を
用

い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
千
家

に
と

っ
て
利
休
追
善
茶
会
は
そ
れ
だ
け
特
別
な
も

の
な
の
で
あ
る
。
季
節

の
歌
と
し

て
掛
け
ら
れ
た

(V
)
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
H
に
分
類
さ
れ
た
も

の
は
、
故
人
を
偲
ぶ
歌
と
し
て
解
釈
し
、
時
宜

に
適

っ
た
掛
物

に
し
て
い
る
。

恋
歌

の
人
を
恋
う
気
持
ち
が
う
ま
く
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
言

っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。

そ
れ
に
次

い
で
多
い
の
は
、
季
節

の
歌
と
解
釈
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

こ
の
ケ

ー
ス
は
恋
歌

の
他
に
季
節

の
歌
が
あ
る
場
合
が
多
く
、
季
節

の
歌

に
つ
ら
れ
て

恋
歌
も
季
節

の
歌
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
恋
歌
が

一
首
だ
け
あ
る
掛
物
で
は
歌

の
中

に
季
節
を
表
す
言
葉
が
入

っ
て
お
り
、
無
意
識
的
に
季
節

の
歌
と
解
釈
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。

客
に
対
す
る
配
慮

(m
)
と

い
う
の
は
、
客

の
格
を
尊
重
し
た
と
い
う
理
由

が

一
つ
。
も
う

一
つ
は
、
客

の
嗜
好

に
相
応
す
る
掛
物
で
あ

る
と
い
う
理
由
。

つ
ま
り
、
客
に
か
な
り
の
重
点
を
お
い
た
選
択
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
は
、
恋

歌
云
々
と
い
う
考
え
方
は
見
ら
れ
な
い
。

遊
び
と
し
て
用
い
た
例
も

一
例
あ

っ
た
。
7
が
そ
れ
に
当
た
る
が
、
こ
れ
は
、

恋
歌
と
し
て
あ
え
て
使

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
歌
意
も
本
来

の
恋
歌

の
解
釈

が
茶
会
で
は
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
ほ
ど
か
ら
見
て
い
る
よ
う
に
、
ほ
と
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茶道 と恋歌(二)

ん
ど

の
場
合
が
恋
歌
を
、
季
節
あ
る
い
は
教
訓
歌
と
し
て
読

み
か
え
て
い
る
こ

と
が
多
か

っ
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味

で
、

こ
の
茶
会
は
、
恋
歌
を
恋
歌
と
し
て

用
い
た
例
と
し
て
貴
重
な
実
例
で
あ

っ
た
。

そ
の
他

の
項
目

(W
)
に
分
類
し
た
茶
会
、
18
で
は

「歌
仙
切
」
を
用

い
て

い
た
。

一
応

「歌
仙
切
」
と
い
う
名
物
を
用
い
て
は
い
る
が
、
名
物
と
す
る
の

に
は
少
し
物
足
り
な
い
。
歌
意
か
ら
亭
主

の
嘆
き
を
託
し
た
と
思
わ
れ
る
節
も

あ
る
の
で
こ
こ
に
配
し
た
。
こ
の
茶
会
と
5
の
茶
会
は
、
目
的
が
明
確

に
読
み

取
れ
な
い
の
で
、
詳
細
不
明
と
い
う
意
味

も
含

め
て
こ
こ
に
分
類
し
た
。

総
合
的
に
見
る
と
、
茶
会
で
恋
歌
の
掛
物
が
掛
け
ら
れ
る
こ
と
は
間

々
あ
る

が
、
ほ
と
ん
ど
が
歌
意
を
読
み
か
え
て
い
る
こ
と
、
が
注
目
さ
れ
る
。
人
を
待

ち
わ
び
た
り
、
追
慕
し
た
り
す
る
意
味
に
変
え
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
恋
歌
を

(原
意
の
ま
ま
)
恋
歌
と

し
て
意
図
的
に
用
い
た
例

は
ほ
と

ん
ど
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
。
け
れ
ど
も
、
和
歌

の

一
つ
の
特
徴
と
し
て
友
情

を
詠
ん
だ
歌
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
恋
歌
が
時

に

友
情
、
親
愛

の
念
を
表
す

の
に
使
わ
れ
た
可
能
性
は
多

い
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ

の
好
例
が
2
や
6
の
茶
会

で
あ
る
。
ま
た
、
恋
歌
が
人
を
強
く
求

め
る
歌
で
あ

る
点
が
利
用
さ
れ
て
、
亡
き
人
を
偲
ぶ
心

を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ

た
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。

茶
書

に
お
け
る
記
述
で
は
、
千
家
流
茶
道

で
は
ど
ん
な
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
、

恋
歌
は
基
本
的
に
掛
け
て
は
い
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に

な

っ
た
よ
う
に
、
利
休
追
善
茶
会

に
限

っ
て
彼
ら
は
恋
歌
を
用
い
て
い
た
。
こ

れ
は
、
千
家
流
茶
道
、
特
に
家
元
に
と

っ
て
利
休
追
善
茶
会
が
重
要
か

つ
特
別

　め
　

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
前
論
稿

で
利
休
二
百
五
十
回
忌
に
用
い
ら

れ
た
掛
物
は
恋
歌
と
い
う
意
識
が
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
述
べ
た
。
し
か

し
、
本
稿

で
見
た
よ
う
に
利
休
二
百
二
十
回
忌
、
三
百
五
十
回
忌
の
時
に
も
恋

歌
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
先
の
茶
会
も
恋
歌
と
知

っ

て
用
い
た
可
能
性
も
あ
な
が
ち
否
定

で
き
な
い
。

い
や
、
む
し
ろ
そ
の
可
能
性

の
方
が
高

い
。
な
ぜ
な
ら
両
茶
会
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
共
通
点
が
見
出

さ
れ
る
。

一
つ
は
利
休
ゆ
か
り
の
掛
物
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
歌
意
が
利
休
追

慕

の
気
持
ち
を
よ
く
表
し
て
い
る
こ
と
、

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
確
認

で
き
た
例

か
ら
言
う
と
、
千
家

に
お
い
て
恋
歌
の
掛
物
を
用
い
て
よ
い
の
は
、

利
休
に
因
ん
だ
掛
物

で
、
か
つ
利
休
を
偲
ぶ
歌
意
を
持

つ
掛
物
で
あ
る
時
の
み

で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
事
例
が
少
な

い
の
で
今
後
も
引
き
続
き
調
査
を
行
な
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
千

家
流
茶
道

で
は
普
段

の
茶
会
で
は
恋
歌
を
掛
け
て
は
い
け
な
い
が
、
利
休

の
追

善
茶
会
だ
け
は
例
外
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「近
代
数
寄
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
も
千
家
流

の
茶
道
を
習
得
し
た
人
が
多

い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
等
は
恋
歌
を
掛
け
て
い
た
。
こ
の
使
用
法

に

は
様
々
あ

っ
た
が
、
益
田
孝

(鈍
翁
)
な
ど
は
、
確
認
で
き
た
三
回

の
茶
会

の

内
、
二
回
は
追
善
茶
会
に
恋
歌
を
用
い
て
い
る
。
利
休
追
善
、
と
い
う
要
素
を

抜
き

に
す
れ
ぽ
、
千
家
流
茶
道

の
使
用
法
と
同
じ
使
用
法

で
あ
る
。
そ
れ
以
外

の

「近
代
数
寄
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
の
恋
歌
使
用
法
は
様
々
で

一
貫
性
が
な
い
。
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表1歌 掛物を用いた茶会(近 代編)

茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌

古今茶湯集 明治 1 1868 3 30 哺時 前田竹湮 ・雲翠室にて 竹宇歌 ・三 月尽 きの もとに 春

明治 1 1868 6 9 正午 藪内紹智 ・燕庵 鷹司前府輔熈卿詠歌 た にがはの 夏

明治 2 1869 2 19 正午 前 田竹湮 ・賞春軒にて 懐紙 ちよまで も 春

明治 3 1870 2 26 正午 前 田竹湮 ・雪翠室にて 懐紙 お いせ ぬ ・

明治 3 1870 9 16 不明 碌々斎千宗左 ・七畳敷 大心和尚筆禅一字掛物 くさむ らを

明治 3 1870 11 18 正午 横井半三郎 ・二畳台 目板入 松平不昧手造茶碗添文歌入 やみ ごろ も

明治 5 1872 2 29 正午 古筆了仲 ・三畳台 目 慈鎮和尚筆花の歌五首 不明

明治 6 1873 2 8 正午 碌 々斎千宗左 ・七畳敷 雪舟 の絵の賛 はるのひに 春

明治 6 1873 10 12 正午 前 田竹湮 ・雲翠室 沢山和尚文と歌 なにをかな

明治 10 1877 6 23 正午 松平親良 東山義尚将軍短冊 あ しね はふ 夏

明治 16 1883 6 1 不明 横 井宗音 ・名古屋前津にて 後京極良径卿筆色紙 われみ ても 雑

明治 19 1886 5 18 午後四時 安 田松翁 ・又隠四畳半 沢庵和尚筆二首和歌 不明

明治 25 1892 2 11 正午 益田克徳 利休居士歌入文 不明

明治 27 1894 2 6 正午 松浦心月 細川幽斎試筆 はるたちて 春

明治 27 1894 5 24 正午 渡辺驥 俊成定家両筆・古歌三首御家切 不明

明治 30 1897 11 8 正午 益田非默 ・根岸邸 ・長三畳左勝手 寂蓮法師筆 ・朗詠切晩秋詩歌 不明 秋

明治 31 1898 2 2 正午 木全宗儀 近衛関白信尹陵紙 いつ しか と 春

明治 32 1899 1 !1 不明 懐玄斎伊藤宗幽 定家卿初春の歌 不明 春

明治 32 1899 1 12 不明 懐玄斎伊藤宗幽 定家卿初春の歌 不明 春

明治 32 1899 2 9 正午 大久保北隠 近衛龍山公懐紙四首 かぜ さえて 春

明治 32 1899 5 8 不明 三田葆光 不二居士戯墨 うた もしも 狂歌

明治 32 1899 5 26 不明 三田葆光 不二居士戯墨 うた もしも 狂歌

明治 32 1899 11 19 正午 伊藤玄遠 俊頼朝臣筆 ・歌切(歌 不 明) 不明

明治 33 1900 6 20 不明 岩見瓊園 飯 尾常房 自詠短冊 ・五月雨 不明 夏

明治 33 1900 6 21 不明 岩見瓊園 飯 尾常房 自詠短冊 ・五月雨 不明 夏

明治 33 1900 6 22 不明 岩見瓊園 飯 尾常房 自詠短冊 ・五月雨 不明 夏

明治 33 1900 8 16 午前 東久世古帆 ・六畳敷 近衛基熈卿七夕懐紙 不明

明治 33 1900 8 17 七時 東久世古帆 ・六畳敷 近衛基熈卿七夕懐紙 不明

明治 33 1900 11 25 不明 松浦明楽 ・雲錦亭巣鴨別荘 兼好法 師 ・初冬の歌切 不明 冬

明治 33 1900 !2 26 正午 大久保北隠 ・二畳台 目中板入 歳暮の文半切 せは しさに 冬

明治 34 1901 4 10 正午 青地湛海 二条為世卿、花月雪六首詠草 不明

明治 34 1901 4 11 正午 青地湛海 二条為世卿、花月雪六首詠草 不明

明治 34 1901 4 12 正午
e
青地湛海 二条為世卿、花月雪六首詠草 不明

O
◎◎
H
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明治 34 1901 4 27 正午 東久世古帆 ・古帆軒三畳 近衛家熈卿歌短冊・藤掛松 不明 夏
明治 34 1901 4 28 正午 東久世 古帆 ・古帆軒三畳 近衛家熈卿歌短冊・藤掛松 不明 夏
明治 34 1901 4 29 正午 東久世古帆 ・古帆軒三畳 近衛家熈卿歌短冊・藤掛松 不明 夏
明治 34 1901 6 3 正午 東素雲 為相卿和歌 ・為村卿筆 不明
明治 34 1901 6 4 正午 東素雲 為相卿和歌 ・為村卿筆 不明
明治 34 1901 6 5 正午 東素雲 為相卿和歌 ・為村卿筆 不明
明治 34 1901 6 9 正午 千宗室 浄弁渓五月雨の歌 たにがはの 夏
明治 34 1901 6 10 正午 渡辺清 定家卿筆小倉色紙 みせぼや な 恋 0

明治 34 1901 7 7 朝七時 松浦 明楽 ・無洞物 後座 ・慈鎮和尚色紙 ささのはに 秋
明治 34 1901 z 8 朝 松浦 明楽 ・無洞物 後座 ・慈鎮和尚色紙 ささのはに 秋
明治 34 1901 7 8 夕 松浦明楽 ・無洞物 後座 ・慈鎮和尚色紙 ささのはに 秋
明治 34 1901 9 11 正午 金澤蒼夫 ・三畳台 目 細川幽斎自詠短冊 む しのねを 秋
明治 34 1901 9 13 正午 金澤蒼夫 ・三畳台 目 細川幽斎自詠短冊 む しのねを 秋
明治 34 1901 10 7 正午 岡崎淵冲 ・三畳小座敷 慈鎮和尚歌切 不明
明治 34 1901 10 8 正午 岡崎淵冲 ・三畳小座敷 慈鎮和尚歌切 不明

明治 34 1901 10 9 正午 岡崎淵冲 ・三畳小座敷 慈鎮和尚歌切 不明
明治 34 1901 10 10 正午 岡崎淵冲 ・三畳小座敷 慈鎮和尚歌切 不明
明治 35 1902 2 23 不明 松浦詮 ・心月庵三畳台目 徳祐書四季歌横物 としの うちに 四季

明治 35 1902 7 4 正午 三井松籟 ・七畳半敷 定家卿色紙古歌 あきもきぬ 秋
明治 35 1902 7 9 五時 三井松籟 ・七畳半敷 定家卿色紙古歌 あきもきぬ 秋
明治 36 1903 3 不明 不明 松 田宗貞 ・星 が丘茶寮 にて 懐紙 ・詠庭上松 わ かみ ど り 雑
明治 36 1903 12 7 正午 松浦詮 ・三畳台 目 ・心 月庵 定家卿歌詠草 不明
明治 38 1905 12 5 午後五時 馬越恭平 ・四畳半 ・根岸別荘 定家卿筆和歌二首 不明
明治 39 1906 4 19 正午 石塚宗通 深草元政上人短冊 よもの うみ 賀
明治 41 1908 2 25 午後五時 三井元之助 ・伊皿子邸 利休歌入文 うき よそ と

明治 41 1908 10 13 名残 瓜生震 西行法師歌切 不明
明治 42 1909 4 3 正午 安田善次郎 ・又隠 一休和尚筆大色紙・春 日野 の歌 不明
明治 42 1909 10 12 午後五時 竹内寒翠 ・四畳半入床寒翠庵 兼好法師自詠短冊 あき くさの 雑
明治 43 1910 2 14 不明 高橋箒庵 ・後の寸松庵 にて 寂蓮法師春の歌色紙

"

はるかぜに 春
明治 43 1910 4 7 不明 井上世外 ・八窓庵 定家卿三題詠 不明
明治 43 1910 11 1 正午 今井重幸 ・自楽庵二畳台 目 頓阿法師歌懐紙 よの うくは

明治 43 1910 12 20 午後五時 三井華精 小野道風筆継色紙 わたつみ の 雑
明治 44 1911 11 23 不明 益田孝 ・太郎庵 歌仙切猿丸大夫像 不明
明治 45 1912 1 30 正午 馬越恭平 遠州小色紙 よの ひ との 春
明治 45 1912 2 5 正午 益田鈍翁 ・幽月亭 にて 東久世伯古帆歌懐紙 にひむうに 雑

H

oO
H



茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌

古今茶湯集 明治 45 1912 3 9 正午 益田鈍翁 ・太郎庵三畳台 目 道風筆継色紙 うめがかの 冬

明治 45 1912 3 13 不明 青地幾次郎 ・静和庵三畳台 目 定家卿詠草 さ くらばな 春

明治 45 19!2 4 13 正午 青地幾次郎 ・橋端静和庵 定家卿詠春陵紙 さ くらばな 春

明治 45 1912 5 15 正午 吉 田松翁 ・又隠四畳半 遠州消息文歌入 ひのひか り 賀

明治 45 !912 7 7 正午 水谷万甫 ・四畳半 烏丸光広卿小色紙 不明 秋

明治 45 1912 11 8 午前十時 高谷宗範 ・八畳敷 簷仲和筆 ・盧同茶歌 不明

大正 1 1912 11 21 午後五時 吉 田楓軒 ・日暮里の草庵 俊成卿筆古今集切 ち らね ども 秋

大正 1 1912 12 29 正午 益 田鈍翁 ・為楽庵四畳中板入 宗甫新宅歳暮の消息文 す ぐならむ 冬

大正 2 1913 11 21 正午 嘉納治郎右衛門 ・a亭茶事二畳半台目 寸松庵色紙 みや まよ り 秋

大正 2 1913 12 22 正午 三井松籟 懐紙俊成卿詠 不明

大正 3 1914 6 1 正午 吉田楓軒 ・長 四畳台 目 鳥丸光広 から沢庵へ の手簡 わがみ には

大正 3 1914 8 4 正午 野崎幻庵 ・函嶺別荘 鳥丸光広卿短冊 ぬれぬれ し 夏

大正 3 19!4 11 23 正午 三原重業 ・品川長者町新築三轉庵 小野於通筆 はなすす き

大正 3 1914 12 25 正午 山澄宗澄 ・根岸隣鐘庵・二畳台 目中板
一休和 尚筆歌三首 こ ころ とや

平井家茶会記 明治 3 1870 3 13 午前9時 平井次郎右衛門 ・当庵 不昧公歌入り文 不明

明治 12 1879 5 8 正午 平井次郎右衛門 ・当庵 二条為家卿 ・姫路切歌物 不明

明治 12 1879 5 27 正午 平井 次郎右衛門 ・当庵 武蔵 ・宗丸詠草二首 ほ ととぎす 夏

明治 12 1879 1! 30 正午 平井次郎右衛門 ・当庵 深草元政上人短冊 かみなづ き 冬

明治 13 1880 4 22 午後二時 平井次郎右衛門 ・当庵か 達磨画 ・碌々斎賛 いやいや と 狂歌

明治 13 1880 11 18 正午 平井次郎右衛門 ・当庵か 鳥丸光広卿紅葉歌入り文 不明 秋

明治 13 1880 12 2 正午 平井次郎右衛門 ・当庵か 元伯詠草 不明

明治 13 1880 12 22 正午 平井次郎右衛門 ・当庵か 元伯宗旦堅文 ・雪の歌三首 不明 冬

明治 14 1881 5 18 正午 平井次郎右衛門 ・当庵か 季吟短冊 不明 夏

明治 14 1881 6 13 正午 平井次郎右衛門 ・当庵 か 如心斎竹の賛 不明 夏

明治 16 1883 1 1 不明 平井次郎右衛門 宗甫公 ・春発句三首 不明 春

明治 16 1883 z 4 不明 平井次郎右衛門 甫公横物歌 不明

明治 16 1883 8 10 不明 平井次郎右衛門 長闇堂歌入り文 不明

明治 16 1883 10 3 午後三時 平井次郎右衛門 長闇堂歌入り文 不明

明治 17 1884 3 15 午後二時 平井次郎右衛門 鳥丸光広春三首懐紙 不明 春

明治 17 1884 9 10 不明 平井次郎右衛門 長闇堂虫の歌入文 不明 秋

明治 18 1885 2 23 午後三時 平井次郎右衛門 鳥丸光広春三首壊紙 不明 春

明治 18 1885 3 16 午後三時 平井次郎右衛門 鳥丸光広春三首陵紙 不明 春

明治 18 1885 5 11 正午 平井次郎右衛門 中院通義卿短冊 不明 夏

明治 18 1885 5 15 午後二時 平井次郎右衛門 中院通義卿短冊 不明 夏
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明治 18 1885 7 29 午前十時 平井次郎右衛門 冷泉為理卿短冊 ひのもとの

明治 18 1885 9 28 午後五時 平井次郎右衛門 紹鴎利休茶の悟道の歌 不明
明治 18 1885 10 10 不明 平井次郎右衛門 長闇堂 ・秋歌入 り文 不明 秋

明治 18 1885 10 13 正午 平井次郎右衛門 宗友候 ・中の字 ・歌入 り 不明
安田松翁茶会記 明治 13 1880 2 20 不明 星野清左衛門 貫之筆色紙 はなみれぽ 春

明治 13 1880 3 7 午前八時 小野善右衛門 ・大代地 ・二畳 寛文十三年富士の狂歌 くも とな り 春

明治 13 1880 11 3 不明 安田善次郎 ・三畳 沢庵色紙松島の歌 不明
明治 13 1880 11 8 午後三時 條野傳平 ・淡路町 色紙 きみ しのぶ 秋
明治 14 1881 3 10 午後四時 武井守正 ・三組町 墨画歌讃岐少将 ・横物 不明
明治 14 1881 4 10 午後四時 渡辺驥 ・今戸 定家卿色紙和歌 不明 夏

明治 14 1881 5 25 正午 千葉勝五郎 深草元政上人の色紙 む らさめの 夏

明治 14 1881 6 26 正午 仙波 ・白金台町 光広卿沢庵和尚歌横物色紙 わがみには

明治 14 1881 7 20 午後四時 脇坂安斐 持資短冊 夏浦月の歌(歌 不明) 不明 夏

明治 14 1881 11 6 午前十一時 益田鈍翁 ・品川 軸横物 ふ るあめも

明治 14 1881 11 23 正午 寺島秋介 ・小 日向台町 慈鎮歌切色紙形 まぼらなる 冬

明治 14 1881 12 18 正午 菅沼董雄 ・田島町 沢庵短冊 こ ころ な く 冬
明治 15 1882 4 16 午後三時 長田良三 ・龍閑町 細川三斎短冊 や まかぜの 春

明治 16 1883 10 28 午前十一時半 星野清左衛門 後土御門院歌切横幅 不明
明治 16 1883 11 23 正午 米林俵作 ・本郷二丁 目 宗旦陵紙横物 うきよをぽ

明治 17 1884 12 5 午後五時 馬越恭平 ・四畳半 内床 団扇墨画竹 ・松花堂筆賛宗甫 す ぐな らむ

明治 18 1885 1 10 正午 星野清左衛門 宗甫小色紙 なむや くし

明治 18 1885 3 27 正午 星野清左衛門 利休辞世の語横物 つ つ み くる

明治 18 1885 12 16 午後三時 大代地小野善右衛門 松永貞徳和歌懐紙 不明
明治 19 1886 1 30 正午 馬越恭平 沢庵小立幅 きくやいかに

明治 19 1886 3 20 正午 米林俵作 ・本郷二丁 目 信尹公の懐紙横物 たつなみも 春
明治 19 !886 5 17 正午 安田善次郎 ・又隠 沢庵色紙松島の歌 不明
明治 19 1886 5 30 正午 東久世公 定家卿五百切 不明 夏

明治 19 1886 6 3 正午 柏木彦兵衛 ・三畳 向切 木下長嘯子 お と もな く 夏
明治 23 1890 11 27 正午 久松忍叟翁 ・飯倉片町久松家四畳半 為村卿歌切 不明 冬
明治 24 1891 4 15 午後三時 馬越恭平・築地入身町馬越控邸四畳半 松花堂短冊 とめいれ ぽ 春
明治 24 1891 5 14 午後四時 益田克徳 ・根岸金杉村三畳台 目 平等院切 あしひきの 夏
明治 27 1894 1 21 午前十一 時 松浦心 月庵 ・四畳半内床 後陽成天皇宸筆懐紙 不明 賀

明治 27 1894 4 20 午後四時 馬越恭平 ・桜 川町二畳台 目 松花堂墨画の竹団扇形宗甫賛 す ぐならむ

明治 29 1896 5 4 正午 久松忍叟翁・飯倉片町久松家四畳半 素性法師桜の歌小色紙 不明 春
明治 29 1896 12 24 午後四時 松浦心 月庵 ・三畳 中板 宗甫筆歳暮の文 不明 冬
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茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌

安田松翁茶会記 明治 32 1899 3 17 正午 松浦心月庵 ・心月庵 ・六畳内床 定家卿歌切 あさひさす 冬

明治 33 1900 3 22 正午 三田葆光 沢庵 ・路の記 ・曙切 不明

明治 33 1900 6 20 正午 岩見鑑造 ・芝新銭屋町別荘観泉庵 飯尾常房短冊 いまはただ 夏

明治 33 1900 9 9 午前十一時 伊東子爵・高輪庭園四方屋 短冊 む しのね も 秋

明治 33 1900 11 25 正午 松浦心月庵 ・巣鴨宮下町別荘 兼好法師歌切 不明 秋

明治 33 1900 11 29 正午 南郷茂光 ・麻布今井町広間八畳 歌不明 不明

明治 33 1900 12 22 正午 金沢三右衛門 ・西大久保三畳台目 季吟短冊和歌 不明 冬

明治 34 1901 3 12 午後四時 浅田正文 ・三畳台目向切 短冊 ゆききへぬ 春

明治 34 1901 4 11 正午 青地幾次郎 ・今戸 二条為世卿筆雪月花和歌 不明

明治 34 1901 7 8 午前七時 松浦伯 ・二畳中板 小色紙七夕の歌 ・慈鎮和 尚 不明 秋

明治 34 1901 9 28 午後五時 松浦伯 ・横上八畳 家隆歌切大横物 不明 秋

明治 34 1901 10 9 正午 岡崎谷神 ・三畳 慈鎮和尚歌切横物 不明

明治 35 1902 1 10 正午 三井家 ・三畳台 目 信尹公懐紙若葉の歌 不明 春

明治 35 1902 3 1 午後四時 馬越恭平 家隆公懐紙 さ ととほ く 春

明治 35 1902 3 6 正午 金沢三右衛門 定家卿詠草三首和歌 不明

明治 35 1902 3 25 午後五時 松浦伯 ・心 月庵三畳台目 鎮信公詠草四季の四首横物 不明 四季

明治 35 1902 6 6 正午 三井高保 ・小柴庵二畳台 目長板 浄弁詠草三首和歌 不明 夏 ・恋 (O)

明治 35 1902 6 21 正午 岩見鑑造 兼好法師詠草越前切 不明

明治 35 1902 9 21 不明 安 田善次郎 ・観松庵 四畳半 後水尾院御短冊 不明 秋

明治 35 1902 10 3 正午 益 田克徳 ・無為庵二畳台 目 沢庵画賛 ・蔦の細道和歌 不明

明治 35 1902 10 23 正午 久松忍叟 ・長四畳玄室 西行歌切 不明

明治 35 1902 11 14 午後四時 益田克徳 道風本阿弥切横物 不明

明治 35 1902 11 29 正午 加藤正義 ・三畳台 目 定家卿色紙 やへむ ぐら 秋

明治 35 1902 12 22 正午 岩見鑑造 ・観泉庵二畳台 目 宗甫懐紙和歌 不明 冬

明治 36 1903 1 16 正午 浅 田正文 ・三畳台 目 兼好短冊 不明 春

明治 36 1903 3 4 正午 石黒況翁 ・四畳半 慶恩歌切雁金切 不明

明治 36 1903 3 8 正午 東久世伯 ・古帆庵三畳 後京極良経公歌切 不明

明治 36 1903 4 4 正午 束子爵 幽斎の短冊 きのもとの 春

明治 36 1903 9 27 正午 岩見鑑造 宗祗色紙萩の歌 不明 秋

明治 36 1903 9 29 午後五時 松浦伯 西行法師歌切 不明

明治 36 1903 10 15 午後五時 馬越恭平 ・二畳台 目 光広卿 ・玄 旨法師の懐紙附合 つ ま き こ る 秋

明治 36 1903 10 20 正午 金沢三右衛門 一休色紙 しもふか く 秋

明治 36 1903 12 1 午後四時 加藤正義 ・三畳 西行詠草 ふみわ けし 秋

明治 37 1904 1 14 正午 吉田丹左衛門 ・長四畳 慈鎮和尚懐紙 不明
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明治 37 1904 1 19 正午 伊藤 ・庶莫庵 定家卿和歌 不明
明治 37 1904 4 8 午後五時 近藤廉平 ・其 日庵 俊成卿千載集切 不明
明治 37 1904 6 11 正午 石黒況翁 後西院卿歌陵紙 不明
明治 37 1904 10 21 正午 三井高保 ・小柴庵中板三畳台 目 家隆卿詠草 不明
明治 37 1904 10 29 正午 吉田丹左衛門 三条実任卿短冊 不明 秋
明治 37 1904 11 20 正午 三井家 松花堂自画賛兼好像 すめ ぽよに

明治 38 1905 1 11 正午 青地幾次郎 大倉色紙 われみて も 雑
明治 38 1905 2 5 正午 松浦伯 石州色紙 せ きの とも 春
明治 38 1905 2 16 正午 高橋 義雄 ・寸松庵 秀吉連歌入文 不明
明治 38 1905 5 28 不明 益田鈍翁 ・品川益 田邸幽月亭 道風歌切 不明
明治 38 1905 6 21 午後四時 吉田丹左衛門 ・根吉 元政色紙 む らさめの 夏
明治 38 1905 9 15 午後五時 松浦伯 ・楼上広間 家隆卿詠草 不明
明治 38 1905 11 24 正午 三井高保 西行白川切 不明
明治 38 1905 12 z 午後四時 馬越恭平 定家卿歌切 不明 冬
明治 38 1905 12 21 正午 三井 紹鴎歳暮歌入消息 不明 冬
明治 39 1906 4 11 正午 久松 良経公歌切三首 不明
明治 39 1906 5 23 正午 益田鈍翁 ・品川幽月亭 道風継色紙 あまつかぜ 雑
明治 39 1906 11 25 正午 大住 ・二畳台目 貫之歌切 か りがね二首 不明 秋
明治 39 1906 12 6 正午 東久世伯 定家卿古今切 不明
明治 41 1908 5 7 正午 青地幾次郎 兼良卿陵紙詠花和歌 不明 春
明治 41 1908 5 18 正午 吉田丹左衛門 ・根岸 道風継色紙 な つ の よは 夏
明治 41 1908 7 z 正午 石黒 歌初夏の三首 不明 夏
明治 41 1908 7 15 正午 益 田鈍翁 ・品川幽月亭 俊成卿詠草 不明 夏
明治 41 1908 11 11 正午 吉 田 定家卿詠草 あきよとて 秋
明治 41 1908 12 5 正午 益 田鈍翁 ・品川太郎庵 定家色紙 たかさごの 春
明治 42 1909 4 24 正午 瓜生震 ・宝樹庵 俊成卿歌切山桜の歌 不明 春
明治 42 1909 11 8 正午 久松 定家卿懐紙二首 こゑたたぬ 秋 ・冬

明治 43 1910 4 !1 正午 井上 ・八窓庵 定家卿三首陵紙 不明
明治 43 1910 6 3 正午 松浦伯 道風継色紙 不明 夏
明治 43 1910 10 21 正午 東久世伯 長嘯子懐紙 あきといはば 秋
明治 43 1910 11 14 正午 三井高保 道風継色紙 わたつみの 雑
明治 44 1911 4 3 午後五時 桜舎 ・八畳広間 紹巴詠草 不明
明治 44 1911 5 17 正午 吉田 妙子小色紙 む らさめの 夏
明治 44 1911 11 14 正午 松浦伯 ・心月庵 定家三首切 不明
明治 44 1911 12 12 正午 瓜生 定家五首切 不明
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安田松翁茶会記 明治 45 1912 6 !2 正午 瓜生 ・宝樹庵三畳台 目 慈鎮詠草三百横物 不明 夏

明治 45 1912 10 26 正午 益田鈍翁 ・品川幽月亭 松花堂二首詠草 不明

明治 45 1912 11 18 正午 吉田 俊頼古今集切 不明 秋

大正 2 1913 11 14 正午 松浦伯 ・心月庵 定家三首切 不明

大正 2 1913 12 2 正午 三井守之助 ・三畳台 目 定家卿大井川色紙 不明 賀

大正 3 1914 4 3 正午 瓜生 行成卿歌切 ・賀の部巻頭 不明 賀

大正 3 1914 11 11 正午 石黒 慶雲祝賀の歌切 不明 賀

大正 4 1915 10 27 正午 益田鈍翁 ・御殿山益田邸太郎庵 家康公色紙入日の画 い りひさす

大正 5 !916 4 17 正午 益田鈍翁 ・幽月亭三畳台 目 西行小色紙 不明 春

大正 5 1916 5 26 正午 三井高保 定家卿五首切 不明

大正 10 1921 5 9 正午 石黒 遠州小色紙 まるかれ と

野村得庵茶会記 大正 9 1920 1 不明 不明 湯浅七左衛門 ・三木邸 景樹霞陵紙 としたちて 賀

大正 9 1920 2 9 午後四時 野村得庵 元政上人懐紙 いつかたに 春

大正 9 1920 2 10 午前十時 市川斎五郎 保全 ・宝船 ・大綱の賛 つ のえて も

大正 9 1920 2 16 不明 松尾 ・北野名月舎 鳥丸光広卿懐紙 かみ よ よ り 春

大正 9 1920 2 19 午後三時 太 田芦庵 ・四畳半 基佐短冊 わ けゆけぽ 春

大正 9 1920 2 17 不明 梅亭 ・白雲居 ・乾梅亭 尊朝親王詠草 不明

大正 9 1920 3 4 午前十時半 住友男爵 ・茶 臼山本邸 三条実隆短冊 たちかへ り 春

大正 9 1920 4 15 不明 松尾氏大津家 鳥丸光広短冊 不明

大正 9 1920 5 29 不明 坂本作治郎 鳥丸光広卿 不明 夏

大正 9 1920 9 29 夜 塚本氏 ・白露席 元政上人短冊 うらや まし 秋

大正 9 1920 10 28 正午 林氏 ・古門前新席 烏丸光広卿短冊 不明 賀

大正 9 1920 11 13 不明 湯浅七左衛門 ・松尾喜七 ・伏見稲荷 秋 日竹詠懐紙(歌 不明) 不明

大正 9 1920 11 16 不明 谷子新席 頓阿法師 ・和歌四天王 ・三首陵紙 不明 秋 ・賀

大正 9 1920 12 26 不明 塚本氏 ・清流亭 不昧公梅歌一首 いろ うつむ 冬

大正 10 1921 1 22 午前十時半 白鶴本宅 慈鎮和尚詠草 けふそのゑに 冬

大正 10 1921 2 6 不明 太田芦庵 景樹御題に因める懐紙 不明

大正 10 1921 3 7.8 不明 野村得庵 ・八方 景樹壊紙 かへるには 春

大正 10 1921 3 9 不明 奥谷秋石氏 鳥丸光広卿文 ふ らぽふれ

大正 10 1921 4 9 不明 松風嘉貞 後醍醐天皇書 ・吉野五十首中恋歌 あひみての 恋 0

大正 10 1921 4 22 不明 沢野定七 和泉守政恒 ち りもせ し 賀

大正 10 1921 5 8 不明 霊鷲山荘 沢庵賛 ・松花堂布袋 み もはてぬ

大正 10 1921 5 6 不明 尚庵還翠庵 春挙時計自画賛 めどけいの 狂歌

大正 10 1921 5 21 不明 永阪町三井氏 ・四畳半 西行法師 ・白河切 あ りとのみ 夏
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大正 10 1921 6 9 不明 石川氏妙法寺催 郭公待心を ほととぎす 夏
大正 10 1921 6 23 不明 北岡白雲居 烏丸光広 ・夏 月短冊 をしひらく 夏
大正 12 1923 12 2 不明 野村得庵 ・南禅寺碧雲荘又織庵 丹波少将成経朝臣遠島三首陵紙 不明
大正 13 1924 11 12.13 不明 野村得庵 ・光悦寺騎牛庵 小野道風筆三首 ・飛雲切 い に しへ の

大正 13 1924 11 12.13 不明 福田元永 ・光悦寺本阿弥庵 熊野陵紙 かねのおとも

昭和 3 1928 11 21 不明 綱島鮒卯楼 西園寺公郷二条行幸懐紙 けふ よりも 賀
昭和 4 1929 春～夏 不明 野村得庵 ・南禅寺碧雲荘又織庵 源家長 ・和漢朗詠切 わが きみは 賀
昭和 7 1932 10 11 不明 大阪津村別院 ・第五席 参議佐理卿筋切 よのなかは 雑
昭和 9 1934 1 6 不明 野村得庵 ・藪内稽古場 後水尾帝宸翰 ため しなや 賀
昭和 13 1938 11 11^一 不明 野村得庵 ・南禅寺碧雲荘 貫之寸松庵色紙 あきかぜ の 秋
昭和 14 1939 11 14^一 不明 野村得庵 ・南禅寺碧雲荘 法華経断簡及和歌散書 や まざ とは 秋
昭和 15 1940 10 1^一7 不明 長生会 ・恩賜京都博物館 行成枡色紙 ・定家所持 お もひけん 俳諧
昭和 16 1941 4 1 不明 野村得庵 ・熱海伊豆塵外荘 名物柳営名物・定家住吉文 すみ よしの 賀
昭和 24 1949 4 16 不明 篠園会など主催・南禅寺碧雲荘又織庵 道風筆継色紙 や まざ くら 恋 O

高橋箒庵茶会記 明治 45 1912 1 30 正午 馬越化生 ・桜川茶寮 遠州蔵帳物小色紙 よのひ との 春
明治 45 1912 2 5 正午 益田鈍翁 ・御殿 山自邸 ・幽月亭 故東久世伯一首懐紙 にひむうに

明治 45 1912 3 9 正午 益田鈍翁 ・御殿 山太郎庵 小野道風継色紙 ・前田子爵家伝来 うめがかの 春
明治 45 1912 5 13 正午 青地幾次郎(湛 海)・橋端静和庵 定家三首詠 ・春・春 日山・老悦 さくらばな 春
明治 45 1912 5 27 夕 益田鈍翁 ・別邸明石庵 俊成卿住吉切 は るはす ぎ 夏
明治 45 1912 11 24 夕 三井守之助・三井邸内親席 ・三畳台 目 定家卿色紙 かめや まの 賀
大正 2 1913 12 12 正午 三井松籟翁 ・三井家 自邸 釈阿懐紙 みなかみに 賀
大正 2 1913 12 29 正午 益 田鈍翁 ・品川御殿山 自邸 ・為楽庵 遠州消息文歳暮歌入 す ぐならむ 冬
大正 2 1913 12 30 午後六時 三井松籟翁 ・三井家 自邸 歌切 ・資隆五首 ・行頼 五首 は る の こむ 冬
大正 3 1914 2 7 正午 益 田鈍翁 ・品川御殿 山自邸 ・為楽庵 懐紙 まつ はなほ 春 ・賀

大正 3 1914 2 13 正午 三井松籟翁 ・三井家 自邸 一休筆色紙
あ しはらは 神祗

大正 3 1914 4 3 正午 瓜生百里 ・宝樹庵 俊頼卿 ・拾遺集歌切 ようつ よ と 賀
大正 3 1914 4 5 正午 森下岩楠 ・坂 中庵 ・三畳台 目 遠州筆 も ろ こ しの 俳諧
大正 3 1914 4 21 午後五時頃 益 田鈍翁 ・為楽庵 松花堂筆墨竹 すめ ぽまた 雑
大正 3 1914 6 1 正午 吉 田楓軒 ・長三畳台目 光広卿と沢庵の詠草 わがみには 夏
大正 3 1914 6 7 不明 森茂生 ・日本橋倶楽部二階広間 ・抹茶席 白河楽翁公 おもひい る 雑
大正 3 1914 8 4 正午 野崎幻庵 ・函嶺 光広卿筆短冊 ぬれぬれ し 夏
大正 3 1914 8 30 夜 益 田鈍翁 ・掃雲台 大綱和尚筆竪幅の賛 すず しさは 夏
大正 3 1914 12 2 不明 山澄宗澄 ・根岸隣鐘庵 ・六畳 一休和尚真蹟 こ こ ろ とや

大正 3 1914 12 6 正午 益田紅艶 ・目黒霊水庵 山県有朋 きどめやま 春
大正 3 1914 12 24 午後四時 瀬川昌耆(釜 癖道人)・駿河台西紅梅町 里村紹巴・三井寺山下七十三歳 なが らへて 冬
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茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌

高橋箒庵茶会記 大正 4 1915 2 16 不明 高橋義雄 ・白紙庵 後水尾院宸翰 こ と しよ り 春

大正 4 1915 3 7 正午 七代 目八百善主人 ・山谷・六窓庵の写 兼好の歌切 ゆふ しほの 賀

大正 4 1915 5 15 正午 益田鈍翁 ・太郎庵 俊頼卿朗詠切 わがや どの 夏

大正 4 1915 5 30 正午 小柴庵主三井高保・上二番町邸小柴庵 大黒庵武野紹鴎狂歌入文 なに しおふ 狂歌

大正 4 1915 10 5 正午 三井守之助 ・鳥居坂三井邸 慈鎮和尚筆新古今切 む さしのや 秋

大正 4 1915 10 17 正午 益田鈍翁 ・品川太郎庵 家康公筆入日画賛 い りひさす 秋

大正 4 1915 12 24～26 不明 高橋義雄 ・四谷区伝馬町白紙庵 深草元政上人色紙 おもひ ぐさ 恋 ◎

大正 5 1916 1 10 正午 益田鈍翁 ・小田原別業 内閑雲亭 遠州新年御夢想の文 ゆたかなる 春

大正 5 1916 4 3 不明 有賀翁 ・箱根岫雲荘 ・長四畳 石川丈山筆 わた らじな

大正 5 1916 4 5 正午 藤田平太郎・綱島藤田邸・芦庵・二畳台目 後京極良経筆 われみて も

大正 5 1916 4 16 正午 益 田鈍翁 ・品川本邸 幽月亭 西行筆小色紙 あふ さかの 春

大正 5 1916 4 28 午後五時 瀬川博士・駿河台西紅梅町茶室・三畳台目 定家卿歌切 つ るかめ も 賀

大正 5 19!6 5 10 正午 吉 田楓軒 ・根岸茶寮 ・三畳台 目 紀貫之高野切 あはれてふ 夏

大正 5 !916 5 27 夕 小柴庵主三井高保 ・上二番町邸小柴庵 定家卿歌切 い の りお く 賀

大正 5 1916 8 18 正午 益 田鈍翁 ・箱根強羅山庵 遠州筆安閑の二字 の傍 らに わ くらぽに 雑

大正 5 1916 11 22 不明 服部集翠(七 兵衛)・光悦寺大虚庵 西行法師白河切 あきの よに 秋

大正 6 1917 2 21 不明 堺南宗寺 ・実相庵 松花堂筆富士山 ひさかたの 春

大正 6 1917 5 2・4 不明 三井松籟男・日本美術協会園内竹隣庵 寸松庵色紙 ・紀貫之 つきかげ も 秋

大正 6 1917 5 23 正午 益 田鈍翁 ・御殿山太郎庵 狩野探泉筆宝船 た る こ とを 賀

大正 6 1917 6 7 夕 伊丹元七(二 世)・ 内幸町 自邸 光広卿筆十牛自賛横物 をぽつか な

大正 7 1918 10 8 夜 高橋義雄 ・赤坂一木伽藍洞
一休和 尚自賛 自画 かねたた き 狂歌

大正 7 19!8 11 13 正午 森川勘一郎 ・苅安賀森川邸如春庵 ・二畳 寸松庵色紙 しらつゆの 秋

大正 7 1918 11 22・23 不明 三井松籟男・鷹峰光悦寺大虚庵 紀貫之寸松庵色紙 やまざとは 秋

大正 7 1918 11 27 不明 根津嘉一郎・青山荘無事庵・横長三畳台目 西本願寺伝来西行法師落葉切 せ きでらや 秋

大正 8 1919 1 18 正午 越 沢太助(竹 窓庵宗見)・嬉森庵 後京極良経筆歌切 あかだ まの

大正 8 1919 2 16 正午 栗山善四郎 光悦筆陵紙 ゆ きふれ ぽ 冬

大正 8 1919 4 30 正午 越沢宗見 ・越 沢邸新席二畳台 目 宗祗法師大倉色紙 あまびとの 春

大正 8 1919 10 31 正午 益田鈍翁 ・御殿 山幽月亭 大石良雄歌入消息 もののふの 秋

大正 8 1919 11 8 正午 野崎幻庵 ・葉雨庵 ・三畳台目中板 後京極良経詠草切 この は ふ く

大正 9 1920 2 27 不明 高橋義雄 ・一木庵 三十六歌仙切 ・凡河内躬恒 いつ く とも 春

大正 9 1920 3 24 午後五時 益田鈍翁 ・品川御殿 山太郎庵 三十六歌仙歌切 ・斎宮女御 こ との ね に 雑

大正 9 1920 3 27 午前十一時 森川勘一郎 ・苅安賀森川邸如春庵 ・二畳 細川三斎歌入文 と し ご とに 春

大正 9 1920 4 18 不明 益田紅艶 ・応挙館奥八畳の間 三十六歌仙歌切 ・坂上是則 み よ しの の 冬

大正 9 1920 4 18 不明 伊丹信太郎 ・為楽席 信実筆上畳歌仙切・紀友則 ゆふ されぽ 冬
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大正 9 1920 4 18 不明 野崎幻庵 ・幽月亭 信実三十六歌仙切 ・素性法師 い ま こむ と 恋 ◎
大正 9 1920 5 25 正午 栗山善四郎 ・大井町新席 ・二畳 向切 松花堂筆俊成卿像 こま とめ て 春
大正 9 1920 6 1 正午 梅沢鶴 叟 ・大森三界新席 行成卿筆拾遺抄賀部歌切 よ うつ よの 賀
大正 9 !920 6 13 正午 益田鈍翁 ・御殿 山幽月亭 金扇面 ・小堀遠州筆 おそろ しや

大正 9 1920 7 1 午後五時半 福井菊三郎・赤坂青山新邸規庵・三畳台目 俊頼卿筆大色紙 い に しへ の

大正 9 1920 9 13 不明 益田鈍翁 ・箱根唯識庵 細川三斎沢庵宛文 るすをつかひ

大正 9 1920 11 10 正午 林新助 ・京都古門前楽庵 鳥丸光広卿短冊 あを ぐな り 神祗
大正 9 1920 11 11 不明 藤田伝三郎 ・光悦寺騎牛庵 俊頼筆色紙 い ま こむ と 恋 ◎
大正 9 1920 11 !1 不明 林新助 ・光悦寺本阿弥庵 小野道風筆本阿弥切 なつなれ ぽ 恋 ◎
大正 10 1921 2 28 正午 野崎幻庵 ・自怡荘 内空心庵 ・長四畳 松花堂筆僧正遍昭歌入画 すゑのつゆ

大正 10 1921 3 26 夕 藤原銀次郎・麻布新網邸暁雲庵 西行歌切 よのなかに 春
大正 10 1921 4 12 不明 高橋義雄 ・新一木庵 ・三畳半 定家卿小倉色紙 たかさごの 春
大正 10 1921 5 4 正午 八田円斎 ・向島嬉森庵 ・三畳台 目 宗旦歌入文 ふ るあめの

大正 10 1921 5 30 正午 三井泰 山 ・麻布永坂 自邸 西行白河切 あ りとのみ 夏
大正 10 1921 10 25 正午 藤田江雪男・綱島藤田邸芦庵 北向道陳への利休の歌入文 すべ らぎの

大正 10 !921 11 9 正午 梅 沢鶴叟 ・大森茶寮 沢庵から鳥丸亜相宛の紅葉消息 あ さご とに 秋
大正 10 1921 11 23 不明 関戸守彦・光悦寺騎牛庵 熊野懐紙 ・右馬権助仲家 うす くこ く 秋
大正 10 1921 11 24 午前十時 住友春翠男 ・京都鹿 ケ谷別荘漱芳庵 定家卿二首懐紙 こぬひとを

大正 11 1922 2 16 正午 川部太郎・根津邸青山荘無事庵 紀貫之高野切 かすみたつ 春
大正 11 1922 3 19 正午 三井泰山 ・麻布永坂 自邸 松花堂筆俊成卿像 いまはわれ 春
大正 11 1922 3 20 正午 吉田五郎三郎 ・麻布仲 之町梅露庵 後京極良経筆波紋色紙 つ る のゐ る 賀
大正 11 1922 4 16 不明 戸 田露朝(弥 七)・ 幽月亭 師賢卿 むべ しこそ

大正 11 1922 4 22 正午 馬越恭平 ・芝桜川茶寮 ・二畳台 目 宗祗 ・東野州常縁連歌 はなざか り 春
大正 11 1922 5 7 不明 高橋義雄 ・赤坂伽藍洞一木庵 宗祗法師大倉色紙 あまびとの 春
大正 11 1922 5 21 不明 越沢宗見 ・金沢常翠庵 松花堂筆西行画賛 としたけて 覊旅
大正 11 1922 6 6 正午 梅沢鶴叟 ・大森茶寮 ・三畳台 目 鳥丸光広懐紙 い くとせ を 夏
大正 11 1922 6 8 正午 野崎幻庵 ・小 田原別業空心庵 松花堂自像自画賛 ねざめ して

大正 11 1922 10 10 正午 三井泰山 ・永坂 自邸 高橋箒庵詠筆扇面 む らさめの 夏
大正 11 1922 10 28 午後五時 栗 山善四郎 ・八百善自邸 ・二畳 中板 西行法師白河切三首 あきの よに 秋
大正 11 1922 11 11 午後四時 林新助(楽 庵)・ 小倉 山麓別荘静庵 徳川家康詠草 ・角倉家伝来 よのなかを 秋
大正 11 1922 11 12 午後四時 土橋無声老 ・玄琢山荘 行成卿継色紙 ・和漢朗詠集 しらつゆ も 秋
大正 11 1922 11 13 不明 村 山玄庵 ・大虚庵 為業(寂 念)小 色紙 もろともに 秋
大正 11 1922 12 26 不明 根津嘉一郎 ・母屋付属茶室 ・三畳半 沢庵消息 い に し と し 冬
大正 12 1923 4 7 午後五時 益田鈍翁・御殿山碧雲台太郎庵 沢庵誕生釈迦仏自画賛 ななぞ くに

大正 12 1923 4 21・22 不明 戸田露朝(弥 七)・三渓園楽只庵 豊太閤筆 おほへやま 雑
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高橋箒庵茶会記 大正 12 1923 4 23 不明 高橋 義雄 ・赤坂伽藍洞一木庵 伝紀貫之筆高野切 ひとめみ し 春

大正 12 1923 5 18 午前十時頃 官休庵宗匠(九 世)・ 泰勝寺 閑雲軒 八幡名物一休和尚色紙 あしは らの

大正 12 1923 5 19 正午 野村徳七 ・南禅寺畔碧雲荘 一休和尚草庵飛燕の図 こ ころ な き

大正 12 1923 5 21 正午 藤田徳次郎 ・大阪綱島東邸玄路庵 大色紙 や ど りせ し 夏

大正 12 1923 5 27 正午 馬越化生 ・目黒の茶席 ・又隠写 四畳半 西行法師筆白地色紙 ほととぎす 夏

大正 12 1923 11 29 夕 根津青山・根津邸撫松庵 後京極良経一首懐紙 ふかか らぬ 秋

大正 12 1923 12 28 正午 仰木魯堂 ・寸暇楽庵 ・二畳台目 沢庵和尚外三人同詠歌切 ふ けにけ り 冬

大正 13 1924 1 21 正午 藤原銀次郎 ・麻布新網町自邸暁雲庵 遠州より松花堂への若菜歌応酬消息 てをお りて 春

大正 13 1924 2 1 午後五時 根津青山・根津邸撫松庵 俊頼筆子の日歌切 お い ら くの 春

大正 13 1924 2 11 夜 野崎久兵衛 ・菟道庵 西行小色紙 いはひつつ 賀

大正 13 1924 2 12 正午 森川勘一郎 ・苅安賀森川邸大黒庵 俊成卿筆詞花集賀部五首 きみが よに 賀

大正 13 1924 2 18 正午 山内茂樹 ・祖父江町山内邸 ・四畳半 公任卿歌切 おほぞ らに 賀

大正 13 1924 2 15 正午 富 田重助 ・葵町富田邸猿庵 寸松庵色紙 しらゆ きの 冬

大正 13 1924 4 12 正午 野村得庵 ・摂津住吉松欣庵 極彩色柿本人麿図 み ぬかたの 春 ・旅

大正 13 1924 4 13 正午 平瀬三七雄(露 秀)・平瀬邸木穉居 兼好法師詠 ちよまで も 賀

大正 13 1924 7 11 正午 団琢磨 ・千駄 ヶ谷原宿松滴庵 小野道風継色紙 この よ ひの 恋 ◎

大正 13 1924 10 29 正午 高橋義雄 ・赤坂一 ッ木伽藍洞一木庵 西行法師歌切三首 こがらしに 秋

大正 13 1924 11 12 午後五時 松風嘉貞・清水五条坂上自邸茶室 沢庵普化禅師自画賛 て を と りて

大正 13 1924 11 13 不明 馬越化生 ・騎牛庵 土方縫之助旧蔵定家卿初雪二首 こひわ びて 冬

大正 13 1924 11 14 午前十時 村 山玄庵 ・住吉村山邸茶寮 寸松庵色紙 こころあてに 秋

大正 13 1924 11 16 正午 高橋彦次郎・名古屋西区和泉町高橋邸 佐竹家伝来三十六歌仙切 ち とせ まで

大正 13 1924 11 28 正午 藤原銀次郎・麻布新網町暁雲庵 西行法師筆白河切 あきのよに 秋

大正 13 1924 12 4 正午 益田鈍翁 ・御殿 山太郎庵 熊野懐紙 いはたがは

大正 13 1924 12 23 夜 根津青 山 ・青山自邸撫松庵 小堀遠州歳暮歌入文 お もひお く 冬

大正 14 1925 1 25 正午 三井守之助 ・永坂三井邸巍々庵 寂蓮法師筆熊野懐紙 いはたが は

大正 14 1925 3 15 正午 近藤磁 弥 ・牛込佐 内坂邸内其 日庵 寸松庵色紙 さととほみ

大正 14 1925 5 19 正午 大谷尊由・西本願寺飛雲閣憶昔庵 豊公筆初桜懐紙 はなはただ 春

大正 14 1925 6 18 正午 団琢磨 ・千駄 ヶ谷原宿松滴庵 源三位頼政平等院切 あしびきの 夏

大正 14 1925 7 16 午後六時 藤原銀次郎 ・麻布新網藤原邸暁雲庵 松花堂一休和尚睡臥の図・遠州賛 か こ よ りも

大正 14 1925 8 14 正午 益田鈍翁 ・苔寺(西 芳寺) 御子左忠家仁和寺切・万葉仮名 はるされぽ 秋

大正 14 1925 8 15 正午 伊丹信太郎 ・軽井沢福井別業 尾形乾山筆兼好法師絵賛 すめぽまた 雑

大正 14 1925 11 12 不明 野村徳七 ・光悦寺騎牛庵 小野道風飛雲切 いに しへ の 哀傷

大正 14 1925 11 12 午後四時 林楽庵 ・嵯峨茶寮静庵 ・三畳 中板 三冊物の一 ・沢庵の書判 あ り はたとあたる

大正 14 1925 12 26 正午 高橋 義雄 ・赤坂一 ッ木伽藍洞一木庵 行成卿伊予切 あらたまの 冬
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大正 15 1926 1 21 午後五時 馬越幸太郎 ・麻布市兵衛町自邸 小堀遠州筆鶏旦小色紙 よ の ひ との 春
大正 15 1926 2 1 正午 益 田鈍翁 ・太郎庵 寸松庵色紙 うめ の か の 冬
大正 15 1926 2 11 正午 岩原謙三・葺手町岩原邸三畳台目新席 小野道風継色紙 かはかみに 冬
大正 15 1926 2 14 正午 宮北宗春・麻布広尾祥雲寺境内自久庵 世尊寺行尹卿朗詠切 われみても 春
大正 15 1926 5 14 正午 粕谷徹三郎 ・西区塩町 自邸耕雲庵 藤原定頼卿古今集歌切 なつひきの 恋 ◎

大正 15 1926 5 18 不明 戸田露朝 ・洛南男山八幡閑雲亭 知家三首陵紙定家加筆 おそ ざくら 夏
大正 15 1926 5 18 午後五時半 藤田耕雪 ・綱島東邸芦庵 俊頼卿赤地大色紙 や ど りせし 夏
大正 15 1926 5 24 正午 前山久吉 ・下二番 町前山邸観空庵 藤原公任卿唐紙地朗詠切 わがや どの 夏
大正 15 1926 6 7 午後五時半 根津青山 ・青山荘 寸松庵色紙 おもひいつる 夏
大正 15 1926 6 12 正午 近藤滋弥 ・其 日庵 沢庵和尚筆田植歌色紙 きたみなみ

大正 15 1926 6 22 午後五時半 仰木魯堂 ・千駄 ヶ谷原宿寸暇楽庵 定家卿十八番歌合判詞 そでのかを 夏
大正 15 1926 6 25 正午 富田宗慶重助 ・名古屋 自宅猿庵 行成卿和泉式部集切 わがそでは 夏
大正 15 1926 6 26 正午 松久正博 ・岐阜県美濃町洗翠庵 道安宛宗旦狂歌入文 はすに くの 狂歌
大正 15 1926 6 27 正午 藤原銀次郎・麻布新網町自邸暁雲庵 行成卿伊予切 さつ きまつ 夏
大正 15 1926 7 6 正午 西脇済三郎 ・小石川関口台町自邸 小野道風筆継色紙 なつのよは 夏
大正 15 1926 7 8 午後五時半 団琢磨 ・千駄 ヶ谷原宿 自邸松滴庵 源三位頼政平等院切 あ しびきの 夏
大正 15 1926 8 16 正午 益田多喜 ・軽 井沢別荘内無塵庵 本阿弥光悦筆 ももしきや 雑
大正 15 1926 9 21 夕 吉田五郎三郎 ・井 の頭弁天祠畔別荘 烏丸光広懐紙 むさしあぶみ 秋
大正 15 1926 10 10 正午 三井泰 山 ・麻布永坂邸巍々庵 慈鎮和尚筆歌切 むさ しのや 秋
大正 15 1926 10 29 夕 益田鈍翁 ・塩原 定家筆三首和歌 な く しか よ

大正 15 1926 11 7 午後五時 岩原椿庵・芝区葺手町岩原邸 伊予切 ・十六行 の大切 不明
大正 15 1926 11 17 午後五時 馬越幸次郎・麻布市兵衛町自邸 冷泉為家筆色紙 しもがれは 冬
大正 15 1926 11 19 午後五時 大橋新太郎 ・上六番町邸 寂蓮法師歌切横物 うちよす る 賀
昭和 2 1927 4 3 正午 三井泰山 ・麻布永坂邸巍々庵 定家卿小色紙 かめや まの

昭和 2 1927 5 18 不明 樋口三郎兵衛(不 文)・石清水八幡閑雲亭 松花堂読文図 やはた まで 狂歌
昭和 2 1927 5 21 午後五時 益 田鈍翁 ・御殿山幽月亭 寂蓮法師筆祝歌 ももとせに 賀
昭和 2 1927 5 22 正午 加藤犀水・大磯別業松風庵 小野道風筆継色紙 わ れみて も 雑
昭和 2 1927 9 ユ1 正午 団琢磨・箱根千石原麻志良庵 鳥丸光広三首詠草 またれつる 夏
昭和 2 1927 10 28 正午 益 田鈍翁 ・福渡鈍翁別荘 江月和尚筆不定の二大字に和歌 だれ となく

昭和 2 1927 12 25 午後五時半 根津青山 ・青 山自邸撫松庵 宗旦除夜の歌入文 よのなかは 冬
昭和 3 1928 4 29 正午 田中平八 ・葺手町邸 貫之高野切 ふ る さ と と 春
昭和 3 1928 6 13 正午 益 田鈍翁 ・小 田原掃雲台無仏庵 桂万葉切二首の内 み それゆ く 恋 ◎
昭和 3 1928 9 13 午後六時 仰木魯堂・千駄ヶ谷原宿邸寸暇楽庵 西行法師筆八首歌切 ほととぎす 秋
昭和 3 1928 10 6 正午 近藤滋弥・牛込市谷近藤邸其日庵 行成卿伊予切 あききぬ と 秋
昭和 3 1928 10 22 正午 藤原銀次郎 ・熱海藤原別邸 俊成卿筆古今集賀歌切・昭和切 わが きみは 賀
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高橋箒庵茶会記 昭和 3 1928 11 2 正午 梅 沢安蔵 ・青山穏 田渋柿庵 小野道風筆本阿弥切 かみなづ き 冬

昭和 3 1928 11 8 正午 前山久吉 ・下二番町前山邸観空庵 俊頼卿筆羅紋切 ・九行の歌切 か くぼか り 雑

昭和 3 1928 11 15 午後五時半 益田多喜子・芝区下高輪東禅寺内暗室 信実筆大中臣能宣 ち とせ まで 賀

昭和 3 1928 11 20 正午 熊沢一衛 ・伊勢四日市沖 ノ島無想庵 仙台伊達家伝来寸松庵色紙 あ きかぜ の 秋

昭和 3 1928 11 23 正午 磯野良吉 ・西宮東 山荘 中興名物定家卿慶賀文 たちのぼる 賀

昭和 3 1928 11 27 正午 山田保次郎・熱海桃山山田隠宅松荷庵 遠州蔵帳連歌師宗長 かぜすさむ

昭和 3 1928 12 25 午後五時半 根津青山 ・青山南町 自邸大柱庵 遠州江月松花堂三筆宗祗画賛 うつ しお く

昭和 4 1929 1 23 午後五時 大橋 新太郎 ・上六番町邸 紀貫之亀山切 うめのかを 春

昭和 4 1929 3 21 不明 加藤犀水 ・大磯別業松風庵 紀貫之筆高野切 あまび この 雑

昭和 4 1929 4 17 不明 熊沢一衛 ・音羽護 国寺月光殿 円成庵 定家卿三首懐紙 さらでだに

昭和 4 1929 4 17 不明 山田保 次郎 ・音羽護 国寺月光殿箒庵 家光公筆 さ くと きは

昭和 4 !929 5 6 正午 野村徳七 ・南禅寺畔碧雲荘又織庵 源家長筆朗詠切 よ うつ よ と 賀

昭和 4 1929 5 13 正午 小堀宗明・青山南町新宅新席楽山洞 遠州筆盆山記 あけぬれぽ

昭和 4 1929 5 20 午後六時 馬越幸次郎 ・麻布市兵衛町新宅新席 宗祗法師筆大倉色紙 ほととぎす 夏

昭和 4 1929 8 14 正午 益田鈍翁 ・軽井沢別荘緑樹軒 石山切貫之集下の歌四首 あきかぜの 秋

昭和 4 1929 8 15 正午 富田重助 ・軽井沢蝸牛庵 俊頼筆 あききぬ と 秋

昭和 4 1929 11 4 不明 高橋義雄 ・音羽護国寺月光殿不昧軒 狩野養川院筆紅葉に小禽不昧賛 まだち らぬ 秋

昭和 4 1929 11 17 正午 益 田鈍翁 ・小 田原別業 田舎家 石山切 ・伊勢集 きみが よは 離別

昭和 4 1929 12 25 午後五時 畠山一清 ・白金今里町自邸 白里庵 沢庵和尚筆普化禅師自画賛 て に と りて

昭和 5 1930 2 17 正午 藤原銀次郎 ・熱海野中藤原別業一睡庵 松花堂筆遠州賛小幅 か こ よ りも

昭和 5 1930 3 23 不明 団琢磨 ・原宿 自邸田舎家 石山切和歌三首 ももしきの

昭和 5 1930 4 19 不明 藤原銀次郎 ・田中:城山邸不捨荘龍巣庵 松花堂筆一休和 尚臥の図 か こ よ りも

昭和 5 1930 4 19 不明 益 田鈍翁 ・田中城山邸不捨荘幽月庵 遠州筆安閑の傍 に一首あ り わ くらぽに 雑

昭和 5 1930 5 5 正午 仰木魯堂 ・小 田原益田邸別業掃雲台 行成卿筆針切十行一軸 わがことや

昭和 5 1930 5 28 正午 梅沢鶴叟 ・千駄 ヶ谷穏 田渋柿庵 石山切 きみがや ど

昭和 5 1930 6 5 正午 益田鈍翁 ・小 田原益田邸別業掃雲台 定家卿小倉色紙 だれをか も 雑

昭和 5 1930 8 20 正午 益田鈍翁 ・軽井沢無塵庵 藤原信実画猿丸太夫・平業兼筆 お くや まに 秋

昭和 5 1930 8 21 午前七時 平松常蔵 ・軽井沢無塵庵 鈍翁自筆三十六人集色紙 きみが よは 離別

昭和 5 1930 8 21 午前七時 横山雲泉 ・軽井沢無塵庵 俊成卿筆昭和切 不明 秋

昭和 5 1930 10 23 午前十時 益田鈍翁 ・品川御殿山碧雲台 戸田露朝(弥七)絶筆狂歌狂句 そろぽんの 狂歌

昭和 5 !930 10 23 午前十時 林 ・服部 ・土橋 ・碧雲台太郎庵 寂蓮法師衛門切 なに とな く 旅 ・折

昭和 5 1930 10 23 午前十時 六東会 ・碧雲台三畳庵室 露朝ポ ンチ画 になひつ る 狂歌

昭和 5 1930 10 23 午前十時 野崎久兵衛 ・碧雲台幽月亭 伊勢集から うけたむ る 雑

昭和 5 1930 11 12・13 不明 大宮百瓢 ・光悦寺大虚庵 俊成卿筆久安切 やへむ ぐら 秋
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昭和 5 1930 11 18 午後五時 仰木魯堂 ・千駄 ヶ谷原宿 弾正大弼仲国筆消息 さまざまに

昭和 6 1931 3 23 正午 堀越宗円女史・鎌倉寒雲亭新席四畳半 小大君の歌切 よ しのや ま 春
昭和 6 1931 4 6 不明 土橋i無声老 ・嵯峨川崎氏別邸 鳥丸光 広・春 日同詠禁庭歌 陵紙 い とはや も 春
昭和 6 1931 4 8 不明 嘉納治兵衛・白鶴荘事足庵小間 角倉伝来 ・公任卿筆関寺切 かみのます

昭和 6 1931 4 21 正午 山澄静斎(力蔵)・日本橋区浜町不問庵 小野道風筆継色紙 はなのいろは 冬
昭和 6 1931 4 22 正午 馬越恭平 ・麻布北 日ヶ窪月窓庵 西本願寺三十六人集石山切貫之集下 おおは らや 賀
昭和 6 1931 4 25 不明 横 山守雄 ・伊丹新太郎 ・幽月庵 遠州筆小色紙 みやまぎの 春
昭和 6 1931 4 26 不明 馬越恭平・品川御殿山碧雲台宗澄庵 紀貫之筆高野切 はなちらす 春
昭和 6 1931 4 26 不明 小 田栄作 ・品川御殿山碧雲台仲麿庵 金森宗和伝来西行法師歌入消息 お もひやれ

昭和 6 1931 5 4 正午 栗山善四郎 ・築地添光庵 佐理卿紙捻切 ひ とめのみ

昭和 6 1931 5 8 正午 八 田円斎 ・護 国寺円成庵 松花堂筆歌仙切 わかの うら 雑
昭和 6 1931 5 11 午後五時半 仰木魯堂 ・千駄 ヶ谷原宿仰木邸 行成卿針切 わがことや 夏
昭和 6 1931 5 12 午後五時半 藤原銀次郎 ・麻布新網町暁庵 行成卿筆朗詠橘花の伊予切 さつ き まつ 夏
昭和 6 1931 5 27 午後五時半 七海兵吉 ・小石川区宮下町 自邸新席 石山切三十六人集伊勢集の内 こきか き り

昭和 6 1931 6 11 午後五時 団琢磨 ・千駄 ヶ谷原宿松滴庵 藤原為家卿歌仙切 かぞふれぽ 冬
昭和 6 1931 10 20 正午 篠原治女・鎌倉大仏裏大谷草庵 俊成卿古今集秋の部昭和切 あきはぎの 秋
昭和 6 1931 11 11 不明 高橋義雄 ・栂尾高山寺遺香庵 明恵上人自画賛 さ くはなも

昭和 6 1931 11 12・13 不明 山澄静斎(力 蔵)・光悦寺騎牛庵 行成卿伊予切 さを しかの 秋
昭和 6 1931 11 12・13 不明 林 ・服部 ・土橋・福田・光悦寺本 阿弥庵 著色光悦歌仙切 そでにさへ 秋
昭和 6 1931 11 19 午後五時 藤原銀次郎 ・麻布新網邸暁雲庵 石山切伊勢集 か ら ころ も

昭和 6 1931 11 25 午後五時半 塩原又策 ・渋谷羽沢邸禾 日庵 光悦筆色紙 もみちぽの 秋
昭和 6 1931 12 6 正午 七海兵吉 ・小石川宮下町七海邸三畳台目 民部切俊頼卿歌切 かぞふれ ぽ 雑
昭和 6 1931 12 25 午後五時半 根津青山・青山根津邸撫松庵 沢庵筆慈恵大師七猿歌 つ くづ くと

昭和 7 1932 4 27 正午 篠原治女 ・銀座西七丁 目自宅内新席 寂蓮筆右衛門切 よのなかに 雑
昭和 7 1932 5 13 午後五時半 川部緑水(太郎)・芝公園第五号万象庵 西行筆 ほととぎす歌切 おほぞらや 夏
昭和 7 1932 6 3 午後五時 山澄掬水(亨 一)・ 不問庵 歌切 さつ き まつ 夏
昭和 10 1935 8 24 正午 塩原千代子 ・塩原家別業 本阿弥光悦筆古歌色紙 つきかげの 秋
昭和 10 1935 11 初旬 正午 白井 くに子 ・京橋区木 挽町是色庵 西行筆小色紙 あきのつ き 秋
昭和 10 1935 12 15 正午 堀越梅子・鎌倉堀越家別業八角庵 貫之集歌切 ふゆの ひは 冬
昭和 10 1935 12 23 午後六時 根津青山 ・青 山根津邸撫松庵 遠州歳暮の文 あす とだに 冬
昭和 11 1936 1 22 正午 山田敬亮 ・渋谷南平台橘庵 信実絵良経詞三十六歌仙幅 だれをか も 雑
昭和 12 1937 4 22 不明 堀越梅子(宗 円)・護 国寺艸雷庵 道風継色紙 あまつかぜ 雑
昭和 12 1937 4 25 午後六時 井上三郎 ・東京八窓庵 石山切貫之集 われは きて 春
昭和 12 1937 5 6 正午 根津青山 ・軽井沢麗沢 山荘薪庵 信実歌仙兼輔 の図 ・良経賛 み じか よの 夏
昭和 12 1937 5 14 午後五時半 近藤滋弥 ・麻布広尾其 日庵 沢庵和尚色紙 きたみなみ
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茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌

高橋箒庵茶会記 昭和 12 1937 5 19 不明 山本勤女 ・麹町紀尾井町別宅静庵 西行筆神祗五十首の内 む か し よ り 神祗

昭和 12 1937 5 25 午後六時 山澄力蔵 ・浜町一丁 目不問庵 石山切伊勢集九行 さつ きこぼ 夏

昭和 12 1937 7 19 午後六時 塩原千代子 ・渋谷羽沢塩原邸 乾山筆朝妻船図 うしや この

昭和 12 1937 7 30 不明 三尾邦三 ・築地蜻蛉第三席 石山切 いつ はらず

野崎幻庵茶会記 明治 39 1906 3 21 不明 朝吹英二 ・大師会 ・第三席幽月亭 西行筆小色紙 あふ さかの 春

明治 39 1906 3 21 不明 益 田鈍翁 ・大師会 ・品川停留所 山縣元帥 ・国風 むかふかたき

明治 39 1906 3 21 不明 益 田英作 ・呉大五郎 ・塹壕 大山元帥 ・国風一首 うゑ おきし

明治 40 1907 11 10 午後四時 野崎広太 ・汲古庵 ・代点川部宗無老 井上即詠 みせ ぼやな

明治 40 1907 11 17 午後四時半 高橋義雄 ・箒庵 木下長嘯子文 ・歌一首あ り さびしさに 雑

明治 40 1907 12 28 午後五時 益 田鈍翁 ・別邸 小堀遠州筆 うたたねの 冬

明治 41 1908 2 25 午後五時 三井元之助 ・伊皿子邸 利休文 ・歌あ り うきよそ と

明治 41 1908 12 1～12 不明 益田鈍翁 ・碧雲台 ・太郎庵 小倉色紙 ・本多佐渡守伝来 たれをか も 雑

明治 42 1909 1 17・18 不明 新橋田中家女将お竹 ・一枝庵 ・代点高橋 家隆筆 よのなか に 春

明治 42 1909 4 1 不明 上野理一 ・大阪 貫之亭子院歌合切 けふのみ と 春

明治 42 1909 4 2 午後五時 三井守之助 ・鳥居坂 小堀遠州色紙・定家卿続古今集 さくらぽな 雑

明治 42 1909 4 3 正午 安田善次郎 ・別邸又隠
一休筆大色紙 かすがのに 賀

明治 42 1909 4 14 正午 益田英作 ・目黒別邸 松花堂昭乗筆4崛 遠州宛歌入文 いえざ くら 春

明治 42 1909 6 9 不明 三井高保 ・小柴庵 寂蓮法師 ・大阪切 さつ きまつ 夏

明治 42 1909 12 15 正午 瓜生震翁 ・六勿庵 元伯宗旦歌入文 ・古市宗庵宛 ほ りだ しの

明治 43 1910 2 2 不明 馬越恭平 ・本邸芝桜川町の庵 飛鳥井雅縁卿懐紙 ちようつの 春

明治 43 1910 2 14 不明 高橋義雄 ・一番町本邸 内寸松庵 寂然 の春 と題す る色紙 はるかぜに 春

明治 43 1910 4 7 不明 井上世外 ・八窓庵 定家卿和歌 さらでだに

明治 43 1910 9 21 午後五時 益 田鈍翁 ・御殿山碧雲台幽月亭 西行筆 よをい とふ

明治 43 1910 10 10 正午 益 田紅艶 ・目黒霊水庵 道風継色紙 あしひきの 恋 ◎

明治 43 1910 12 16 正午 瓜生百里 ・宝樹庵 利休仙阿弥への歌入文 あづ まがた

明治 43 1910 12 20 午後五時 三井華精 ・上二番町小柴庵 道風継色紙 わだつみの 雑

明治 44 1911 3 22 正午 岩原謙三 ・内田山邸 道風継色紙 かはかみに

明治 44 1911 6 22 正午 益田鈍翁 ・築地別邸内草庵 定家卿未来記証歌 ひ とはいさ 恋 ◎

明治 44 1911 6 23 午後五時 三井高保 ・上二番町小柴庵
一休筆小色紙 たちかへ り 覊旅

明治 44 1911 10 23 不明 益田鈍翁 ・碧雲台幽月亭 信実絵公成筆歌仙切猿丸太夫の図 お くや まに 秋

明治 45 1912 1 31 不明 馬越恭平 ・桜 川町邸 小堀遠州筆小色紙 よの ひ との 春

明治 45 1912 2 5 正午 益田鈍翁 ・幽月亭 にて 東久世伯古帆歌懐紙 にひむ うに 雑

明治 45 1912 3 10 夜 馬越恭平 ・桜川茶寮 飛鳥井雅縁卿懐紙 ちようつの 春

明治 45 1912 6 13 午後五時半 益田鈍翁 ・築地明石町別業 住吉切 はるはす ぎ 夏

寸曾
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明治 45 1912 6 14 正午 瓜生百里 ・麹町上六番町 慈鎮詠草 さみだれは 夏 ・恋 ◎
明治 45 1912 11 14 午後五時 福井菊三郎 ・福井邸 一休筆 こ ころ とや 秋
明治 45 1912 11 18 午後五時 吉田丹左衛門(風 軒)・ 日暮里 俊頼筆古今集切 ちらね ども 秋
大正 2 1913 4 23 午後五時 北村七郎 ・碧雲台無為庵 紅艶漫筆鈍翁と平田久の像 ただみれぽ

大正 2 1913 5 14 午後五時半 野崎広太 ・渋谷羽沢新宅 ・三畳向切 豊太閤自筆歌 お くやまの 賀
大正 2 1913 5 24 正午 馬越恭平 ・目黒又隠 宗祗法師大倉色紙 ほととぎす

大正 2 1913 7 26 正午 井上馨 ・鎌倉 ・初入 坊門局(俊 成女)の 歌切 なつ の よ は 夏
大正 2 1913 7 26 正午 井上馨 ・鎌倉 ・後入 後京極良経筆色紙 あ きはなを 秋
大正 2 1913 8 1 正午 益田鈍翁 ・碧雲台幽月亭 光悦筆蓮の下絵 ももしきの 雑
大正 2 1913 11 21 正午 嘉納治兵衛 ・方円亭二畳半台 目 寸松庵色紙貫之筆 みやまよ り 秋
大正 2 1913 11 24 午後五時 三井守之助・麻布鳥居坂本邸新席 定家大井川行幸の歌 かめや まの 賀
大正 2 1913 12 22 正午 三井松籟 俊成詠草 みなかみに 賀
大正 2 1913 12 30 夜 三井松籟 西行筆 はるのこむ 冬
大正 3 1914 2 12 夕 三井松籟 一休筆色紙

あ しはらは 神祗
大正 3 1914 4 2 午後四時半 森下岩楠 ・三光坂邸 遠州筆か もろ こ しの 俳諧
大正 3 1914 4 9 正午 瓜生百里 ・上六番町邸宝樹庵 拾遺抄集切俊頼筆 ようつ よ と 賀
大正 3 1914 8 1 正午 野崎広太・箱根湯本幻庵 鳥丸光広卿筆 ぬれぬれ し 夏
大正 3 1914 8 28 正午 益 田鈍翁 ・小 田原掃雲台 米翁大綱和尚筆 すず しさは 夏
大正 3 1914 9 20 夜 三井守之助 ・無名庵 浄弁僧正筆色紙 わ がす ぐる 秋
大正 3 1914 10 1 夜 益 田鈍翁 ・碧雲台幽月亭 定家筆懐紙 つ ゆけきは 秋
大正 3 1914 10 11 正午 川部宗無 ・麹町区一番町 遠州名物遠山時雨小色紙写し すみが まの 秋
大正 3 1914 11 29 正午 山澄宗澄 ・根岸二畳台 目中板 一休歌物 ここ ろ とや 秋
大正 3 1914 12 6 正午 益田紅艶 ・目黒霊水庵 山縣有朋筆自詠 きどめやま 春
大正 3 1914 12 29 夜 益田鈍翁 ・太郎庵 江月和尚歳暮の消息 なべて よに 冬
大正 4 1915 2 21 正午 栗山善四郎 兼好法師筆短冊 ゆふ しほの

大正 4 1915 3 21 正午 安田善次郎 ・本所横網 沢庵和尚色紙 ひかずへて

大正 4 1915 4 25 不明 馬越恭平 ・御殿山妙喜庵 松花堂竹 の絵 ・遠州賛 す ぐな らむ

大正 4 1915 4 25 不明 戸田露朝 ・御殿 山 原叟自画賛 のやまをば 狂歌
大正 4 1915 4 25 不明 河崎覚翁 ・御殿山小屋掛け席 非黙所持沢庵筆 や まざ くら 春
大正 4 1915 5 18 朝 益田紅艶 ・目黒新邸 玄旨法印伝記消息 つついつっ

大正 4 1915 11 12 不明 高橋義雄 ・向島徳川候邸内嬉森庵 俊成住吉切 わかの うら 述隠賀
大正 5 1916 10 31 正午 益田鈍翁 ・御殿 山幽月亭 沢庵文 もがみがは

大正 6 1917 6 2 午後五時半 伊丹信太郎・内幸町新宅 鳥丸光広十牛自画賛横物 おぼつかな

大正 6 1917 10 1～3 不明 戸 田露朝 ・大阪三越茶席二畳台 目 三斎添削消息文 すみよしの 賀
大正 7 1918 10 6 不明 高橋義雄・赤坂伽藍洞 一休自賛 自画鐘 叩きの絵

かねたた き 狂歌
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野崎幻庵茶会記 大正 7 1918 11 23 不明 三井松籟・洛北鷹峰光悦寺太虚庵 寸松庵色紙 ・紀貫之筆 や まざとは 秋

大正 7 1918 11 27 正午 根津青山 ・青 山本邸 西本願寺伝来西行筆落葉切 せ きで らや 秋

大正 8 1919 1 19 正午 高橋義雄・向島徳川候邸内嬉森庵 後京極良経筆 あ らたまの

大正 8 1919 6 !3 晩 根津青山 ・青 山邸 東常縁筆 あ しびきの 夏

大正 8 1919 11 12 不明 戸 田露朝 ・光 悦寺本阿弥庵 西行筆 つきかげの 秋

大正 8 1919 11 21 晩 益 田多喜子 ・築地明石町 小堀遠州筆木下長嘯子宛消息 まつ のはに 秋

大正 9 1920 2 29 夜 高橋義雄 ・一木庵 三十六歌仙切 いつ くと も

大正 9 1920 3 24 午後五時 益 田鈍翁 ・品川御殿山碧雲台 佐竹本三十六歌仙切 ことのねに 雑

大正 9 1920 4 18 午後十 時～ 益田紅艶・御殿山碧雲台太郎庵広間 信実三十六歌仙切 み よしのの 冬

大正 9 1920 4 18 午後十時～ 伊丹信太郎・碧雲台為楽庵 二条為家筆 ゆふされ ぽ 冬

大正 9 1920 4 18 午後十時～ 野崎幻庵 ・碧雲台幽月亭 信実三十六歌仙切 い ま こむ と 恋 ◎

大正 9 1920 5 30 正午 福井菊三郎 ・青 山南町親庵 伝公任大色紙 い に しへ に 賀

大正 9 1920 6 4 正午 益田鈍翁 ・品川御殿山幽月亭 遠州筆扇面脇に おそろしや 狂歌

大正 9 1920 6 5 正午 梅沢安蔵(鶴 叟)・ 大森新席 俊頼筆拾遺集賀部 ようつ よの 賀

大正 9 1920 11 10 正午 林新助 ・京都林邸 烏丸光広 あを ぐな り 神祗

大正 9 1920 11 11 不明 藤田伝三郎 ・光悦寺騎牛庵 俊頼筆色紙 い ま こむ と 恋 ◎

大正 9 1920 11 11 不明 林新助 ・光悦寺本阿弥庵 小野道風筆本阿弥切 なつなれ ぽ 恋 ◎

大正 10 1921 1 12 正午 野崎幻庵 ・空心庵 鈍翁自詠歌 不明

大正 10 1921 2 28 不明 野崎幻庵 ・自怡荘空心庵 松花堂僧正遍昭画賛 すゑのつゆ 哀傷

大正 10 1921 4 2 晩 高橋義雄 ・一木庵 定家筆小倉色紙 たかさごの 春

大正 10 1921 4 3 午前十時～ 加藤正義 ・品川御殿 山幽月庵
一休筆 道歌一首 に しへ ゆ く

大正 10 1921 11 11 正午 梅沢鶴叟 ・大森 沢庵から鳥丸光弘宛の紅葉消息 あさごとの 秋

大正 10 1921 11 20～22 不明 野村得庵 ・南禅寺下河原別荘 信実筆三十六歌仙切 ゆふ されぽ 冬

大正 10 1921 11 20～22 不明 名古屋六友会 ・高台寺上西氏別荘 熊野懐紙 ながむれぽ 秋

大正 10 1921 11 20～22 不明 根津青山 ・清水寺華 中庵 西行筆落葉切本願寺伝来 せ きで らや 秋

大正 10 1921 11 20～22 不明 久原房之助 ・祗園袋町新門前別荘 貫之筆寸松庵色紙 み ちしらば 秋

大正 10 1921 11 21 正午 藤田平太郎(江 雪)・網島邸 利休 から北民部への消息 すべ らぎの 秋

大正 10 1921 11 23 不明 平瀬露秀(一 方庵)・光悦寺大虚庵 西行御裳濯川初度詠草俊成加点 ほととぎす

大正 10 1921 11 23 不 明 、 関戸松下軒 ・光悦寺騎牛庵 熊野陵紙 うす くこ く 秋

大正 10 1921 11 23 不明 梅沢 ら三名 ・光悦寺本 阿弥庵 藤原範宗二首懐紙 くさ ま く ら 秋

大正 10 1921 11 24 午前十時 住友春翠男・京都鹿ケ谷別荘漱芳庵 中興名物定家二首陵紙 こぬひとを 秋

大正 11 1922 4 16 不明 戸 田露:朝・碧雲台幽月亭 藤原師賢短冊 むべ しこそ

大正 11 1922 4 16 不明 土橋無声 ・碧雲台為楽庵 忠家卿柏木切 はるはなを 春

大正 11 1922 4 16 不明 伊丹楊山 ・碧雲台無為庵 弘法大師修行の二条為親賛 ほっしょうの
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大正 11 1922 4 21 正午 原三渓 ・横浜本牧三 の谷三渓園 鳥丸光広筆 かげふかき 賀
大正 11 1922 5 8 正午 高橋義雄 ・赤坂一木庵 大倉色紙 ・宗祗筆 あまび との 春
大正 11 1922 6 1 正午 益田鈍翁 ・掃雲台閑雲亭 西行筆詠草 さみだれ も

大正 11 1922 6 6 不明 益田多喜子 伝後水尾亭筆 まつかぜの 夏
大正 11 1922 9 1 不明 益田鈍翁 ・掃雲台 ・初入 行成筆色紙 なみだがは 恋 ◎
大正 11 1922 9 1 不明 益田鈍翁 ・掃雲台 ・後入 含雪公遊覧の即興 くるたびに

大正 11 1922 10 30 正午 根津青 山 ・青山邸 木下長嘯子筆 さび しさを 雑
大正 11 1922 11 11 不明 村 山玄庵 ・光悦寺大虚庵 寂念小色紙 もろ ともに 秋
大正 11 1922 11 1! 不明 土橋無声・光悦寺騎牛庵 歌聖人丸像光悦賛 たつたがは 秋
大正 11 1922 !1 11 不明 土橋無声 ・玄琢村山荘 行成筆継色紙 しらつゆ も 秋
大正 11 1922 12 27 夜 根津青山 ・青 山邸 沢庵消息 きぎはみな 冬

淡々斎茶会記 大正 14 1925 8 4 不明 神谷保朗 ・大徳寺 ・正受院 円能斎筆 ・短冊 わ かれ ても

大正 14 1925 10 29 不明 淡々斎 ・大覚寺寝殿 内茶室 後水尾天皇宸翰 ・寺宝 ゆきゆ きて 旅
大正 15 1926 4 4 不明 淡々斎 ・今 日庵 ・寒雲席 松永貞徳 きみが よは 賀
大正 15 1926 4 18 不明 淡々斎 ・豊公廟 ・拝服席 黒田清綱筆・千利休 このめにる

大正 15 1926 12 14 不明 藤原銀次郎 ・伊豆熱海藤原家別邸 佐竹家旧蔵 ・三十六歌仙山辺赤人図 わかのうらに 雑
昭和 3 1928 4 2～8 不明 三井守之助・点前淡々斎・鹿ケ谷住友別邸 藤原公任 ・賀 の歌 ・中色紙 つ るかめの 賀
昭和 3 1928 6 2 不明 仙叟遺跡 隆茗会・金沢 月心寺・太 田邸 慶雲 ・短冊 なつ くさに 夏
昭和 3 1928 10 18 不明 谷川茂庵 ・谷川茂庵洛北大原別邸 羽柴秀吉筆 ・色紙 や まのやま 賀
昭和 5 1930 11 29 正午 山中松治郎 ・東山粟 田山中邸 後醍醐天皇宸翰 ・歌仙切画賛 みわのやま 恋 ◎
昭和 5 1930 12 1 不明 淡々斎 ・今 日庵 ・又庵 後陽成天皇宸翰 わがか どに 賀
昭和 6 1931 4 13 正午 八木宗石 ・香里八木宗石邸 深草元政詠草 てらふ りぬ 春
昭和 6 1931 11 19 不明 湯浅指心庵 ・京都湯浅邸・代点淡々斎 小野道風筆継色紙 かみが きの 大歌所
昭和 7 1932 5 23 不明 松尾翠庵 ・桐蔭荘 石山切 ・貫之集の内 いままでに 雑
昭和 7 1932 11 5 午後二時 淡々斎 ・霊鷲山荘平井東庵邸 信実筆 ・三十六人歌仙中壬生忠見 やかず とも 春
昭和 7 1932 1! 12 不明 八木宗石 ・対豊庵 寂蓮 ・右衛門切 もみちばの 秋
昭和 7 1932 11 25 不明 馬場玲蔵 ・又来庵 忠熙卿 ・松 の懐紙 し き しま の 賀
昭和 8 1933 4 29 不明 西村宗清 ・斎藤宗栄 ・仙台宮古楼 吉村公懐紙 と し ご との 賀
昭和 8 1933 6 12 正午 堀越宗円 ・鎌倉松林荘内八角庵 ・四畳半 俊頼 ・古今集切 不明
昭和 8 1933 9 13 不明 辻石斎 ・金沢宝円寺 ・万有庵・二畳台目 前田利 鬯卿 ・富士山 ・短冊 うらお も て

昭和 9 1934 5 5 正午 畠山一清 ・東京 畠山邸 寸松庵色紙 ほ ととぎす 夏
昭和 9 1934 5 17 不明 松尾喜七 ・松尾邸 肖柏筆 ・藤田家伝来 ほのかなる (恋) ◎
昭和 9 1934 12 3 不明 荒川宗英・嵯峨荒川益次郎別邸 家隆筆 ・中院切 不明
昭和 10 1935 10 20 不明 淡々斎奉仕 ・大覚寺御影堂 後亀 山天皇宸翰 ・寺宝 わすれむ と

昭和 11 1936 10 10 不明 淡々斎奉仕 ・北野神社・拝服席 ・明月舎 聚楽懐紙 ・木下長嘯子 ようつ よの 賀

卜曾



茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌

淡々斎茶会記 昭和 11 1936 11 19 不明 淡々斎 ・松和軒 近衛忠熙筆懐紙 不明 秋

昭和 13 1938 6 23 不明 藤原銀次郎 ・白金今里 畠山邸 宗尊親王 ・如意宝珠切 不明 賀

昭和 15 1940 4 22～24 不明 淡々斎 ・大徳寺山内 ・本席 定家卿小倉色紙・集合十種所載 わすれ じの 恋 ◎

昭和 15 1940 5 3 不明 幽静会 ・淡々斎奉仕 ・阿弥陀堂 光広卿懐紙 いつ く よ り 夏

昭和 18 1943 11 19 不明 淡々斎 ・今 日庵 ・寒雲亭 元伯筆 ・笠人物 自画賛 うへみれぽ 狂歌

昭和 20 1945 11 11 午前十時 淡々斎・多曽雅礼会主催・知恩院・四畳半 石 山切 ・貫之集 の内 いままでに

昭和 20 1945 11 28 不明 淡々斎 ・今 日庵 ・又庵 元伯宗旦筆 お くのやま

昭和 22 1947 4 18 不明 淡々斎 ・豊 国廟桐蔭席 藤原基俊筆 ・山名切 不明

昭和 26 1951 4 18 不明 淡々斎 ・豊 国廟 後柏原院二首詠草・春月懐紙 かすみて も 春

昭和 26 1951 11 14 正午 淡々斎 ・今 日庵 ・又隠
一休筆 ・前田家伝来 まてしぼし

昭和 29 1954 1 8～10 午前十時 淡々斎 ・今 日庵 近衛家熈卿 ・懐紙 あ らた まの 春

昭和 30 1955 1 7～10 不明 咄々斎 ・今 日庵 近衛家熈公 ・朗詠巻物切 あ らた まの 春

昭和 30 1955 9 28 不明 淡々斎・東横百貨店内茶室・閑静庵・三畳 後柏原天皇御宸翰・秋日詠三首 不明 秋

昭和 30 1955
111

11 午後六時 淡々斎 ・今 日庵 ・又隠 浄弁筆 ・和漢朗詠 かみ なづ き 冬

昭和 31 1956 10 24・25 不明 淡々斎 ・名 古屋城 ・又隠写席 後 鳥羽院 ・熊野懐紙 不明

昭和 31 1956 11 17・18 不明 淡々斎 ・太閤坦 ・桐蔭席 ・猿面席 後柏原天皇宸翰 ・重要美術品 かげよわ き 秋

昭和 33 1958 1 7 不明 咄々斎 ・今 日庵 ・式場 霊元天皇宸筆 ・大横物 きみ がよは 賀

昭和 33 1958 1 20 不明 淡々斎 ・今 日庵 ・心花亭 霊元天皇宸筆 ・大横物 きみがよは 賀

昭和 34 1959 1 7～10 不明 咄々斎 ・今 日庵 霊元天皇宸筆 ・大横物 きみがよは 賀

昭和 35 1960 1 7～10 前9～後4時 淡々斎 ・今 日庵 霊元天皇宸筆 ・大横物 きみがよは 賀

昭和 35 1960 1 16～19 不明 淡々斎 ・東京道場 霊元天皇宸筆 ・大横物 きみがよは 賀

昭和 36 1961 1 16～19 不明 淡々斎 ・東京道場 霊元天皇宸筆 ・大横物 あ らたまの 春

昭和 37 1962 1 16～19 不明 淡々斎 ・東京道場 霊元天皇宸筆 ・大横物 あ らたまの 春

昭和 37 1962 2 8 午前九時 咄々斎 ・今 日庵 俊成卿筆和漢朗詠切 不明 春

昭和 38 1963 1 7～11 午前十時 咄々斎 ・今 日庵 正親町天皇宸翰 ・懐紙 ふたぽよ り 賀

小林逸翁茶会記 昭和 17 1942 11 10 午後一時 鴻池家瓦屋町別邸 西行法師落葉切 こけふかき

昭和 18 1942 1 7 午後一時 太田秀葉 ・大阪美術会館 後西院御宸翰 まもるてふ 賀

昭和 18 1942 4 25 正午 大河内子爵 ・谷中清水清美庵 頼政切三首 わたのは ら 雑

昭和 18 1942 5 16 不明 故大沢徳太郎夫人 ・河原町大沢邸無名庵 定家卿詩歌小色紙 はるあ きの

昭和 18 1943 8 28 午後二時 塩原翁 ・木賀山荘 杉木普斎十牛の自画賛 のもやま も

昭和 18 1943 10 3 不明 牛尾暁美 ・聚景閣 石山切色替色紙 はるあ きに 雑 ・秋

昭和 18 1943 10 10 不明 伊藤竹之助 ・伊藤邸四畳半 後花園院小色紙 こぬあ きの 秋

昭和 18 1943 10 28 午後四時 畠山即翁 ・芝 白金猿 町亀岡山般若苑 行成古今集切 なにめでて 秋

昭和 18 1943 12 7 正午 丹羽昇 ・夙川翠竹庵六畳 後西院懐紙 このゆふべ 秋

oO9
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昭和 19 1944 10 21 不明 恩賜京都博物館陽明文庫付属茶席 後鳥羽院宸翰熊野懐紙 うぽたまの 秋 ・冬

昭和 21 1946 11 13 不明 鷹 峰光悦寺 ・大虚庵 後京極良経歌切 を ぐらや ま 秋

昭和 22 1947 1 17 不明 可転庵 藍紙万葉切 ・第十八巻 ます らをの 賀

昭和 22 1947 5 2 十二時 柴山(春日大社宮司)・春 日大社神饌所 伏見院広沢切 かすがや ま 神祗・雑

昭和 22 1947 5 18 朝 山中春篁堂三代 目 ・山中春篁堂八畳 信尹公懐紙・夏日同詠松千年契 不明 夏 ・賀

昭和 22 1947 8 15 午前八時 湯木貞一 ・芦屋本宅 定家卿色紙 なつかあきか 夏

昭和 22 1947 10 24 正午 藪内 ・藪 内大阪本陣常庵 剣仲宛利休歌入文 あ るひ との

昭和 22 1947 11 7 不明 住吉山乾山荘不鬼庵 石山切伊勢集 つゆかかる 秋

昭和 23 1946 3 18 不明 坂田翁 ・新伊丹好 日庵 ・二畳中板流 し 利休狂歌入文・伊勢屋宗滴宛 き よき よ と 狂歌

昭和 23 1946 10 5 不明 大小庵 光悦和歌巻物切 不明

昭和 23 1946 10 25 昼 不明 升色紙 はなすす き 秋

昭和 23 1946 11 6 午前十一時半 村岡 ・花屋敷村村 岡邸 細川幽斎詠竹 ・横幅 お とおもふ 秋

昭和 23 1946 11 19 不明 不鬼庵主人 ・不鬼庵 家光公筆嘯鳥 よの ひ との

昭和 25 1950 2 5 不明 小林一三 ・雅俗 山荘費陰 光悦歌切 不明 春

昭和 25 1950 3 25 不明 小林一三 ・雅俗 山荘大小庵 歌仙切貫之 不明

昭和 25 1950 4 14 正午 米島君居 ・米島宅 四畳半 伝西行筆歌切 あ まつかぜ 雑 ・春

昭和 25 1950 5 11 正午 五島慶太 ・玉川五島邸 太田切 不明

昭和 25 1950 8 29 不明 小林一三 ・雅俗 山荘大小庵 実朝中院切 不明

昭和 25 1950 11 23 不明 五島慶太 ・五島春 山居 升色紙竪幅 むぽたまの 秋

昭和 25 1950 12 3 不明 松岡魁庵 ・本山村新茶席二畳台 目 藤田家伝来寸松庵色紙 ちはやぶる 秋

昭和 25 1950 12 7 不明 藤木正庵 ・藤木邸 為家卿歌切 や まざ とは 冬

昭和 26 1951 2 1 不明 小林一三 ・雅俗 山荘大小庵 義政梅薫風和歌短冊 不明 春

昭和 27 1952 4 24 不明 畠山一清 ・畠山邸名月軒 公任大色紙 よう つ よの 賀

昭和 28 1953 1 3 不明 小林一三 ・雅俗 山荘費隠 遠 州 歌入 文 ・一・月三 日付 不明 春

昭和 28 1953 2 13 不明 小林一三 ・雅俗 山荘費隠 藍紙万葉切 ・梅の和歌 不明 春

昭和 28 1953 3 2 不明 小林一三 ・雅俗 山荘費隠 藍紙万葉切 ・伝公任筆 不明

昭和 28 1953 4 4 不明 藤木正庵 ・曽根星岡茶寮反古庵 兼好三首詠草 さ くは な の 春 ・恋 ◎
昭和 28 1953 7 不明 不明 湯木貞一 ・祗園中村楼 道風継色紙 ・雁半伝来 かみが きの 神遊

昭和 28 1953 11 不明 不明 嘉納治兵衛 ・白鶴荘 宗祗法師大蔵色紙 たつたや ま 秋

昭和 28 1953 12 6 不明 楳泉亭 西行落葉切 不明

昭和 29 1954 2 6 不明 小林一三 ・雅俗 山荘費隠 後西院春日野小色紙 不明

昭和 29 1954 4 20 不明 松江市長 ・福寿荘 不昧公筆笠人物画賛 うへみれ ぽ

昭和 29 1954 5 6 正午 平山泥庵 ・京都麩屋町三条上平山邸 伊予切松 の一節 われみても

昭和 29 1954 11 11 不明 小林一三 ・雅俗 山荘大小庵 大雅堂虫音和歌懐紙 不明

昭和 30 1955 7 28 午前五時 湯木貞一 ・高麗橋吉兆本店 松花堂朝顔絵賛・遠州和歌 不明
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彼
等

に
何
ら
か
の
規
則
性
を
見
出
す
こ
と
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
可
能
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
千
家
流
茶
道
で
恋
歌
忌
避

の
条
項
が
成
立
し
た
理
由
に
は
、
次

の
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
技
術
面
で
の
戒

め
で
あ
る
。
と

い
う

の
も
、
恋
歌
と
い
う
も

の
は
上
手
に
使
用
し
な
い
と
、
下
品
に
な

っ
た
り
、

客

に
不
快
感
を
与
え
た
り
し
か
ね
な
い
。

つ
ま
り
上
級
者

に
だ
け
許
さ
れ
る

「技
」
な

の
で
あ
る
。
季
節

の
歌
や
墨
蹟
な
ど
は
普
段

の
茶
会

に
は
よ

い
が
、

追
悼
な
ど
深
い
悲
し
み
を
表
し
た
い
時
に
は
、
恋
歌
が
有
効
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
恋
歌
が
原
則
的
に
、
人
を
恋

い
願

う
気
持
ち

の
表
白

で
あ
る
か
ら
、
に

他
な
ら
な

い
。
「生
半
可
な
茶
人
は
使
わ
な

い
ほ
う
が

よ
い
、

い
や
使

い
こ
な

せ
な

い
。
そ
れ
な
ら
い
っ
そ
、
教
則
と
し
て
全
面
的
に
禁
止
し
た
ほ
う
が
無
難

で
あ
る
」
、
そ
う
い
っ
た
考
え
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う

一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
茶
会

へ
の
女
性
参
加

で
あ
る
。
掛
物
の
意

味
を
解
し
始
め
た
寛
永
期
周
辺

の
茶
会
記
に
は
、
表
6
に
示
し
た
よ
う
に

『小

堀
遠
州
茶
会
記
』
、
『江
岑
宗
左
茶
会
記
』
、
『藤
村
庸
軒
茶
会
記
』
な
ど
が
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
茶
会
記
に
は
女
性

で
あ
る
と
明
言
で
き
る
人
物
は
見
当
た
ら
な

い
。
だ
が
先
学
に
女
性
の
茶
会
参
加

に
関
す
る
言
及
が

い
く

つ
か
見
ら
れ
る
。

谷
端
昭
夫
氏
は

『近
世
茶
道
史
』

の
中
で
、
後
水
尾
天
皇

の
第
十
五
皇
女
で
あ

る
品
宮
常
子
内
親
王

(
一
六
四
二
～

一
七
〇
二
)
の
日
記
、
『无
上
法
院
殿
御
日

　ぬ
　

記
』

に
内
親
王
が
茶
会

に
出
席
し
た
記
録
を
見
出
し
て
い
る
。
寛
文
六
年

(
一

六
六
六
)
十

一
月
に
禁
裏
で
行
な
わ
れ
た
口
切
茶
会
、
延
宝
九
年

(
一
六
八

一
)

七
月
三
日
に
行
な
わ
れ
た
後
西
院

(
一
六
三
七
～

一
六
八
五
)
主
催

の
茶
会
な

ど
に
、
内
親
王
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
内
親
王
は
茶
会

に
相

伴
す
る
だ
け
で
な
く
、
茶
会
を
催
す
力
も
あ

っ
た
よ
う
で
、
貞
享

二
年

(
一
六

八
五
)
四
月
に
行
な

っ
た
茶
会
で
は
、
掛
物
以
下
諸
道
旦
ハは
全
部
内
親
王
が
用



茶道と恋歌(二)

意
し
た
も

の
で
あ

る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
公
家
社
会

に
お
い

て
は
、
遅
く
と
も
寛
文
年
間
に
女
性
が
茶
会

に
出
席
す
る
こ
と
が
あ
り
、
後
に

は
茶
会
を
催
す
ま
で
に
実
力
を

つ
け
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

で
は
武
家

や
町
人
階
級
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
村
井
康
彦
氏

は
杉
木
普
斎

(
一
六

二
八
～

一
七
〇
六
)
の

「得
失
庵
壁
書
」

と
い
う
文
書
中

に

コ

、
談

は
す
き

わ
ざ
を
い
ふ
と
も
、
女
性
を
連
れ
来

る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う

一
条
が
あ
る
こ
と

を
指
摘

し
、
こ
れ
は

「
女
性
が
そ
う
し
た
場

(茶
会
-
筆
者
注
)
に
出
席
す

る

…機
会
が
ふ
え

て
来
た
事
情
を
反
映
す
る
も

の
」
で
、
「
じ
じ

つ
茶
湯

の
世
界

に

女
性
が
登
場
し
は
じ
め
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
-
十
七
世
紀
末
、
元
禄
時

　ば
　

代
前
後
か
ら
で
あ

っ
た
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
他

に
早
い
と
こ
ろ
で
は
、
寛
永

二
年

(
一
六
二
五
)
の
跋
を
持
ち
、
慶
安

二
年

(
一
六
四
九
)
に
刊
行

さ
れ
た

鳥
丸
光
広

(
一
五
七
九
～

一
六
三
八
)
の
作

と
さ
れ
る
仮
名
草
子

『
め
ざ
ま
し

草
』

に
あ
る
好
色
な

「す
き
男
」
が
遊
女
を
ひ
そ
か
に
数
奇
屋
の
中
に
呼
び
入

れ
た
が
、
そ
れ
が
ぼ

れ
て
し
ま

っ
て
、
そ

の
事
を
聞
き

つ
け

た

「あ

る
じ

の

　ロ
　

女
」
が
怒
り
狂

っ
て
暴
れ
だ
す
と
い
う
話

が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
正
確
に
言
え

ば
茶
会

へ
の
女
性
参
加
と
は
関
係
な

い
が

、
茶
室
が
密
会

の
場
と
な

っ
て
い
る

点
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
記
事

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
井
原
西
鶴

(
一

六
四
二
～

一
六
九
三
)
の
所
謂

「好
色
物
」

と
よ
ば

れ
る
作
品

に
登
場
す
る
遊

女
が
、
往

々
に
し
て
茶
を
立

て
た
り
、
茶
会
を
催
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

少
な
く
と
も
元
禄
以
前

の
遊
女

(特
に
太
夫
)
に
茶
道

の
心
得
が
あ

っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
具
体
例
を
示
す
と
、
天
和
二
年

(
一
六
八
二
)
刊

の

『好
色

一
代

男
』

に
出
て
く
る
吉
野
太
夫
は
、
世
之
介

の
親
族

の
前

で
茶
を
立

て
、
そ
れ
を

ふ
る
ま

っ
て
い
る
し

(巻
五
)、
高
橋
太
夫
は
世
之
介
を
正
客
と
し
た
口
切
茶

会
を
催
し
て
い
る

(巻
七
)。
遊
女

の
教
養

の

一
つ
に
茶
が
あ

っ
た
こ
と
は
有

名
で
あ
る
が
、
島
原
遊
郭

の
沿
革
を
考
証

し
た
寛
政
十
三
年

(
一
八
〇

一
)
刊

の

『
一
目
千
軒
』
と
い
う
書
物

に
は

「都
て
遊
女
と
い
ふ
も
の
、
今
は
い
や
し

む
と
い
へ
ど
も
、
む
か
し
の
遊
女
は
、
詩
歌
、
管
弦
、
連
俳
、
茶
、
香
、
鞠
、

庖
丁
、
碁
、
双
六
等
万
芸
に
達
せ
し
も
の
に
て
」
と
あ
り
、
「
む
か
し
の
遊
女
」

　　
　

の
教
養

の
高
さ
を
主
張
し
て
い
る
。
遊
女
以
外

で
は
、
元
禄
六
年

(
一
六
九

三
)

一
月
に
出
版
さ
れ
た
西
鶴
作

『浮
世
栄
花

一
代
男
』
巻
四

「月
影
移
す
龍

宮
の
椙
焼
」
に
は
亭
主

に
代
わ

っ
て
点
前
を
す
る
女
性
が
登
場
す
る
。
西
鶴

は

そ
れ
を

「扨
も
美
人
か
な
美
人
か
な
伝

へ
聞
し
利
休

の
息
女
と
も
是
程
は
あ
ら

　り
　

り
ゆ
う
し

じ
」
と
表
現
し
て
い
る
。
時
代
は
少

し
下
る
が
、
松
代
柳
枝

(生
没
年
未
詳
)

作
、
享
保
元
年

(
一
七

一
六
)
刊

『庭
訓
染
匂
車
』
に
は
、
男
女
が
狭

い
茶
室

　ゆ
　

で
身
が
触
れ
合
う
う
ち
に
女
房
が
密
通
し
て
し
ま
う
話
が
あ
る
。
こ
の
話
は
、

原
田
伴
彦
氏

(
一
九

一
七
～

一
九
八
三
)
に
よ

っ
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
「女
性

が
茶
会
に
加
わ
り
は
じ
め
た
こ
と
と
、
そ
れ
と
と
も

に
茶
会
が
猥
雑
化
す
る
傾

向
な
ど
の
あ

っ
た
風
潮
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
解
説
が
な
さ
れ

て

　　
　

い
る
。
原
田
氏
は
さ
ら
に
、
享
保
二
年

(
一
七

一
七
)
初
演
、
近
松
門
左
衛
門

(
一
六
五
三
～

一
七
二
四
)
作

の
浄
瑠
璃

『鑓

の
権

三
重
帷
子
』

に
も
、
松
江
藩

の
小
姓
笹
野
権
三
が
藩
の
茶
道
役
浅
香
市
之
進

の
妻
に
茶
を
習

っ
て
い
る
う
ち

　　
　

に
、
不
義

の
疑
い
を
掛
け
ら
れ
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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同
じ
享
保
年
間

に
成
立

し
た
と
思
わ
れ
る
茶
書
に
、

『刀
自
袂
』
と
い
う
も

の

が
あ
る
。
こ
れ
は
大
口
樵
翁

(
一
六
八
九
～

一
七
六
四
)
と
い
う
石
州
流

の
茶

　　
　

人
が
女
性
向
け
に
書
い
た
茶
書
で
あ
る
。

こ
の
本
に
は
恋
歌
に
関
す
る
記
述
は

な
い
が
、
女
性
が
茶
を
飲
ん
だ
後
に
男
性

へ
渡
す
場
合
に
は
手
渡
し
せ
ず
に
床

に
置
い
て
渡
す
事
、
女
性
が
男
性

一
人
を
招
く
、
あ
る
い
は
反
対

に
男
性
が
婦

　
が
　

人

一
人
を
招
く
事
を
禁
ず
る
事
な
ど
が
書

か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
小
説
や
、

女
性
向
け
の
茶
書
が
生
れ
る
と

い
う
こ
と

は
、
そ
の
背
景
に
、
当
然
女
性

の
茶

会
参
加
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論

そ
の
数
は
多
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
元
禄
以
前

に
も
茶
会
に
女
性
が
参
加
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
考
え
ら

　い
　

れ
る
。
旦
ハ体
的
な
数
字
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
藪
内
流
の
門
人
録
を
調
べ
た
西
山

松
之
助
氏

に
よ
れ
ぽ
、
享
和
元
年

(
一
八
〇

一
)
か
ら
明
治
十

二
年

(
一
八
七

九
)
ま
で
の
間

で
門
人
録

に
記
さ
れ
た
総
人
数

一
五
七
八
人
で
あ

る
が
、
そ
の

内
女
性
は
僅
か
二
十
八
人
だ
け

に
す
ぎ
ず
、

し
か
も
慶
応
以
前

の
江
戸
時
代
だ

け
に
つ
い
て
み
る
と
、
入
門
者
総
数

一
三
八
四
人
中
女
性
は
僅
か
十
五
人
だ
け

　
　
　

で
、

一
%
そ
こ
そ
こ
に
し
か
す
ぎ
な
い
と

い
う
。
江
戸
時
代
初
期

の
茶
会
に
女

性
が
参
加
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
、
西
山
氏

の
資
料
か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
不

可
能

で
あ
る
。
女
性
の
入
門
者
が
少
な
か

っ
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
女
性
が
茶
会

に
参
加
し
て

い
な
か

っ
た
と
は
断
定

で
き
な

い
。

い
や
、
む
し
ろ
少
な
か

っ
た
か
ら
こ
そ
、
恋
歌
が
問
題
に
な
り
、
ま
た
様
々
な

文
芸
に
も
描
か
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
仮
に
、
茶
会

へ
の
女
性
参
加
と
い
う
現
象
が
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
起

こ

っ
て
い
た
と
す
る
と
、
拙
稿

「恋
歌

の
消
滅
1

『百
人

一
首
』

の
近
代
的
特
徴

　　
　

に
つ
い
て
」

で
見
た
、
明
治
時
代

の
歌
留
多
会
と
同
じ
構
造
が
こ
こ
に
も
生
ま

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
明
治
時
代

の
歌
留
多
会
で
は
、
恋
歌

の
多

い

『百
人

一
首
』
と
い
う
男
女

の
恋
情
を
表
現
し
た

「素
材
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
男
女
が

集
う

「場
」
が
成
立
し
て
い
た
。
こ
れ
と
同
じ
事
が
江
戸
時
代
初
期
の
茶
会

で

も
起
こ

っ
た
。
寛
永
期
頃

か
ら
掛
物

の
歌
の
意
味
を
解
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ

と
で
、
男
女
の
恋
情
を
表
現
し
た
恋
歌
と
い
う

「
素
材
」
が
供
給
さ
れ
、
茶
会

と
い
う
男
女
が
同
席
す
る

「場
」
が
成
立
し
た
。

こ
れ
は
、
明
治
時
代

『百
人

一
首
』
で
起

こ
っ
た

「
歌
留
多
会
現
象
」
が
、
江
戸
時
代

に
は
茶
会
で
起

こ
っ

て
い
た
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る

(『百
人

一
首
』
の
場
合
も
歌
留
多
会
が
北
村

透
谷
や
尾
崎
紅
葉
の
小
説

に
描
か
れ
て
い
た
)。
そ
れ
故
、
千
家
流
茶
道

で
は
茶

会
を
淫
猥
な
も

の
に
し
な
い
た
め
に
恋
歌
を
禁
止
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
逆

に
言
え
ば
、
あ
る
意
味
で
禁
欲
的
と
も
い
え
る
千
家
流
の
茶

会
と
対
照
的
な
茶
会
を
催
し
た
益
田
英
作

(紅
艶
)
は
、
女
性
を
招

い
て
、
し

か
も
恋
歌
を
…掛
け
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
女
性
と
恋
歌
忌
避

の
間
に
は

大
き
な
関
係
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
新
た
な
疑
問
も
湧

い
て
く
る
。
そ
れ
は
、
も
し

仮

に
、
女
性

の
茶
会
進
出
が
恋
歌
忌
避

の
考
え
を
生
ん
だ
と
す
る
と
、
な
ぜ
千

家
流
茶
道

に
だ
け
、
恋
歌
忌
避
の
条
項
が
定
め
ら
れ
、
大
名
系
茶
道

に
は
そ
れ

が
見
ら
れ
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
で
あ
る
。
恐
ら
く
武
家

で
も
大
名

の
子

女
な
ど
が
参
加
す
る
場
合
が
当
然
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
恋
歌
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に
関
す
る
何
ら
か
の
注
意
が
な
さ
れ
て
い
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ

な
の
に
、
今
日

に
至
る
ま
で

つ
い
に
大
名
系
茶
道
で
は
恋
歌
を
禁
止
す
る
条
項

は
生
ま
れ
な
か

っ
た
。
こ
の
事
実
を
ど

の
よ
う
に
説
明
す
れ
ぽ
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
大
名
系
茶
道
と
千
家
流
茶
道
の
確
立

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
小
堀
遠

州
と
千
宗
旦

の
茶
道

に
対
す
る
考
え
方

の
違

い
と
い
う
点

で
説
明

で
き
る
の
か
、

あ
る
い
は
家
元
制
度
な
ど

の
継
承
形
態
に
関
す
る
相
違

で
説
明
で
き
る
の
か
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
重
要
な
問
題
を
残
し
て

い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
今
後

最
も
早
急
に
解
決
す
べ
き
問
題

で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、

一
つ
だ
け
確
実

に
言
え
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
千
家
流

の
茶
道
に
比
べ
、
大
名
系
茶
道
が

歌
道
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
千
家
流
茶
道

で
は

「茶
禅

一
味
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
そ

の
精
神
的
、
思
想
的
支
柱
は
あ
く
ま

　ロ
　

で
も
禅
宗

の
み
に
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
流
派

の
茶
書
に
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

一
方
、
大
名
系
茶
道

で
は
、
儒

・
仏

・
歌
道

の
三
教

一
致
、
あ
る
い
は
仏

・
歌

道

の
両
道

一
致
思
想
が
茶
道

の
根
本
理
念

で
あ
る
。
例
え
ば
、
熊
倉
功
夫
氏
は
、

小
堀
遠
州
と
前
田
光
高

(
一
六

一
五
～

一
六
四
五
)
の
間

に
交
わ
さ
れ
た
問
答　の

　

の
中
に
遠
州
が
儒

・
仏

・
歌
道

の
三
教

一
致
観
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
石
州
流

の
根
本
茶
書
で
あ
る

『石
州
流
三
百
箇
條
』

に
は
、
茶
道
が
仏

道

・
歌
道
を
兼
ね
た
も

の
で
あ
る
旨

の
条

文
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
「茶

の
湯

は
仏
法
歌
道
を
兼
ね
た
る
よ
し
申
伝
え
候
」
や

「茶
湯
は
仏
道
歌
道
を
か
ね
た

　
　
　

る
も

の
な
り
」
と

い
っ
た
文
言
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

大
名
系
茶
道

で
は
歌
道
を
、
そ
の
精
神
的
支
柱

の

一
つ
に
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、

大
名
系
茶
道

で
は
、
「仏
道
」

(時
に

「儒
道
」
も
)
と

「歌
道
」
が
等
価
な

の

で
あ

る
。
こ
の
際
の

「歌
道
」
が
、
伝
統
的
な
和
歌

の
世
界
、

つ
ま
り
江
戸
時

代

で
い
う
と
堂
上
和
歌
の
世
界
を
指
す
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ

ち
、
大
名
系
茶
道
が
中
心
理
念
と
し
た
歌
道

は
恋
歌
を
も
含
む
、

い
や
恋
歌
こ

そ
歌

の
根
本
で
あ
る
と
す
る
歌
道

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
千
家

流
茶
道

に
は
忌
避
さ
れ
た
恋
歌
が
、
大
名
系
茶
道
で
は
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
原

因

で
は
な
い
か
、
と
現
在

の
と
こ
ろ
考
え
て
い
る
。
今
後
更
な
る
調
査
を
行
な

い
、
事

の
真
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

最
後
に
、
こ
れ
ま
で

(前
論
稿
も
含
む
)
に
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
に
基
づ

き
、
大
名
系
茶
道
、
千
家
流
茶
道
、
「近
代
数
寄
者
」
の
茶
道

の
性
格
を
そ
れ

ぞ
れ

一
言
で
表
現
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

大
名
系
茶
道
に
お
い
て
は
、
茶
会
は
武
士

(建
前
と
し
て
儒
教
的
倫
理
観
を
持

っ
た
者
)
か
ら

一
人
の
人
間

へ
と
解
放

さ
れ
る
場

で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は

恋
歌
を
も
容
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
仮
に
大
名
系
茶
道
を

「艶
」

の

茶
道
と
表
現
し
て
お
き
た
い
。
大
名
系
茶
道
を

「艶
」

の
茶
道
と
し
た
の
は
、

何
も
恋
歌
を
と
り
こ
ん
で
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
茶
道
旦
ハの
バ

ラ
ン
ス
、

色
、
配
置
な
ど
優
美
な
感
じ
を
与
え
る
の
が
、
大
名
系
茶
道

の
特
徴

で
は
な
か

ろ
う
か
。
遠
州
茶
道
宗
家
十
三
世
家
元
で
あ
る
小
堀
宗
実
氏
が
、
遠
州
流

の
茶

　お
　

を

「艶
」
と
表
現
し
て
い
る
の
も
そ
れ
を
補
強
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

千
家
流
茶
道
が

「
わ
び
」
と
い
う
概
念
を
最
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
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の
通
り
で
あ
り
、
今
更
そ
れ
に
変
る
概
念

を
提
出

で
き
る
と
も
思
え
な
い
。
た

だ
し
、
本
論
稿
で
わ
か

っ
た
事
柄
か
ら
、
千
家
が
標
榜
す
る

「わ
び
」
と
い
う

概
念
と
は
何
か
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
本
論
稿

で
千
家
流
茶
道

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
わ
か

っ
た
こ
と

を
、
箇
条
書
き

で
列
記
し
て
み
る
。

①

掛
物

に
恋
歌
を
使
用
す
る
事
を
原
則
的

に
禁
止
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
言
説
が
出
て
く
る
の
は
千
宗
旦
の
弟
子

の
時
代
か
ら
で
あ
る
。

②

表
千
家
で
は

『百
人

一
首
』

の
中

の
藤
原
定
家

の
歌

「
こ
ぬ
人
を
ま

つ

ほ
の
浦

の
夕
な
ぎ

に
や
く
や
藻
塩
の
身
も
こ
が
れ

つ
つ
」
は
恋
歌
で
は

あ
る
が
、
例
外
と
し
て
容
認
し
て
い
た
。

③

千
家
流
茶
道
で
は
利
休
追
善
供
養

の
際
に
の
み
恋
歌
を
使
用
し
て
い
た
。

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
利
休
ゆ
か
り
の
品
で
あ

っ
た
。

④

千
家
が
茶
道
旦
ハに
つ
け
る
銘
に
は
、
謡
曲
由
来

の
も

の
が
多

い
。

④

の
項
目
は
、

一
見
さ
し
て
重
要
と
も
思

わ
れ
な

い
記
事

で
あ

っ
た
が
、
こ

こ
に
千
家
流
茶
道

の
本
質
を
解
く
鍵
が
隠

さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

一

つ
の
仮
説
を
こ
こ
で
示
そ
う
。
謡
曲
の
本
質

と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
考

え
て
い
こ
う
。
謡
曲

の
本
質
を

一
言
で
い
う
と

「亡
魂

の
慰
撫
追
善
」

で
あ
る
。

で
は

「亡
魂
」
と
は
何

か
。
利
休

の
魂
で
は
な
い
か
。
千
家
流
茶
道
は
現
在
に

至
る
ま
で

一
貫
し
て

「利
休

の
亡
魂
慰
撫
追
善
」
の
茶
を
行
な

っ
て
き
た
の
で

は
な
い
か
。
表
千
家
が
容
認
し
た
歌

の

「
こ
ぬ
人
」
と
は
利
休

で
あ
り
、
「身

も
こ
が
れ

つ
つ
」
後
人
は
利
休

の
魂
を

「
ま

つ
」
。
追
善
供
養

で
掛
け
ら
れ
、た

恋
歌
で
言
え
ば
、
「
こ
ぬ
人
」
、
「
思
ひ
い
で
」
る
対
象
、
そ
し
て

「
心
か
よ
は

ん
」
と
願

っ
て
い
る
人
物
と
は
い
ず
れ
も
利
休

で
あ
り
、
「
わ
す
れ
じ
」
と
し

て
い
る
対
象
も
利
休
そ

の
人
な

の
で
あ
る
。
「
わ
び
」
と
い
う
言
葉
は
本
来
恋

歌

で
よ
く
使

わ
れ
る
言

葉

で
あ

る
。
す

な
わ
ち

「わ
び
」
と

い
う
言
葉

は

「恋
」
と
は
切
り
離

せ
な
い
言
葉
だ

っ
た
。
こ
の

「恋
」
と

「わ
び
」
の
強

い

結
合
性

は
完
全
に
潰
え
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
も
し
、
幾
許
か
で
も

「
わ
び
」
と
い
う
言
葉
が
本
来
持

っ
て
い
た

「恋
」
の
要
素
が
残
存
し
て
い
る

と
す
れ
ば
、
そ

の
恋

の
対
象
が
他
な
ら
ぬ

「利
休
」
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
「わ
び
茶
」

の
根
底
に
は

「利
休
亡
魂
」

の
思

い
が
今

で

も
息
づ

い
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
「わ
び
茶
」
と
い
う
も

の
が
、
通
常
理
解

さ
れ
て
い
る
よ
う

に

「不
如
意
を
楽

し
む
」
と
か

「無

一

物
」

の
茶
と
い

っ
た
要
素
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
い
や
む
し
ろ
、

そ
ち
ら
の
方

の
意
味
合

い
が
強

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
根
底

に
は

「わ

び
」
と
い
う
言
葉
が
本
来
持

っ
て
い
た

「恋
」
の
要
素
が
ま
だ
残

っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
言
葉
や
概
念
と
い
う
も

の
は
、
当
然
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
。

が
、
変
化
し
な
が
ら
も
本
来
持

っ
て
い
た
意
味
を
全
く
失
う
と
い
う
こ
と
は
な

い
の
で
は
な
い
か
。
「
わ
び
」
と
い
う
言
葉
、
概
念
も
当
然
そ
の
例

に
漏
れ
な

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
証
拠
に
、
利
休

の
追
善
茶
会
に
の
み
恋
歌
が

使
用
さ
れ
て
い
た
で
は
な

い
か
。
こ
の
仮
説

に
つ
い
て
は
、
従
来

の
研
究
な
ど

　　
　

も
十
分
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
よ
り
深
く
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

本
論
稿

で
は
あ
く
ま
で

一
つ
の
仮
説
と
し
、
提
示
す
る
に
と
ど
め
る
。

と
こ
ろ
で
、
千
家
流
、
大
名
系
茶
道
な
ど
と
区
別
し
て
言
う
場
合

に
、

一
つ
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茶道 と恋歌(二)

だ
け
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
名
系
茶

道
と
千
家
流
茶
道
は
決
し
て
対
立
す
る
も

の
で
は
な
く
、
両
者
が
決
し
て
排
他

的

で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
か

つ
て
、
谷
川
徹
三

(
一
八
九
五
～

一
九

八
九
)
は

『茶

の
美
学
』

に
お
い
て
、
茶

道
を
構
成
し
て
い
る
重
要
な

フ
ァ
ク

タ
ー
を
、
①
社
交
的
な
も
の
、
②
修
業
的
な
も

の
、
③
芸
術
的
な
も

の
、
④
儀

　お
　

式
的
な
も

の
、

の
四

つ
で
あ
る
と
規
定
し

た
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
千
家
流

の
茶

道
は
よ
り
②
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
大
名
系
茶
道
で
は
、
①
お
よ
び

③
あ
た
り
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
両
者

の
違

い
は
、
こ
の
四
つ

の
フ
ァ
ク
タ
ー
で
構
成
さ
れ
る
三
角
錐

の
ど
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
の
違

い

に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は

「近

代
数
寄
者
」

の
茶
道
も
同
じ
で
あ
る
。

近
代

(明
治
以
降
と
す
る
)
に
入

る
と
、
数
寄
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
出

て
く

る
が
、

こ
れ
ら

の
人
々
は
茶
会
を
楽
し
み

の

一
つ
と
考
え
て
い
る
場
合
が
多
く
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ぽ
大
名
茶

の
系
列
に
属

す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ

は
種
々
の
高
価
な
道
旦
ハを
用

い
て
茶
会
を
行
な

っ
た
と
い
う
点
か
ら
し
て
も
、

容
易
に
理
解

で
き
よ
う
。
し
か
し
、
恋
歌

に
関
す
る
考
え
方

に
つ
い
て
は
、
千

家
流

の
考
え
方
が
入

っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、

一
概

に
大
名
系
茶
道
に

近
い
と
も
言
え
な

い
。
そ
こ
で
、
両
者
を
兼
ね
備
え
た
存
在
と
見
た
方
が
適
当

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を

一
言

で
表
現
す
る
な
ら

「社
交
」
の
茶
道
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「近
代
数
寄
者
」
を

「社
交
」
の
茶
と
し
た
の

は
、
茶

の
サ
ー
ク
ル
の
よ
う
な
感
じ
を
受
け
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
藤

原
銀
次
郎

(暁
雲
:
一
八
六
九
～

一
九
六
〇
)
の
次

の
よ
う
な
発
言
か
ら
も
、
そ

の
よ
う
な
理
解
が
、
あ
る
程
度
正
し
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
藤
原
は
明
治
維

新
当
時
、
政
治
家
や
実
業
家
は
み
ん
な
よ
く
吉
原
で
遊
ん
だ
が
、
そ
れ
が
段
々

新
橋
や
深
川
、
柳
橋

の
料
理
屋
、
待
合
に
う

つ
り
、
最
後

に
は
そ
れ
が
お
茶
に

な

っ
た
と
い
う
。
藤
原

は
吉
原

の
説
明
の
中

で

「明
治
文
化

の
花
が
咲
き
、
政

治
も
経
済
も
、
こ
〉
か
ら
う
こ
い
た
よ
う
な
も

の
で
あ

る
」
と
い

っ
て
い
る

　ぷ
　

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
社
交

の
場
が
段
々
茶
会
と
い
う
形
に
変
化
し
て
言

っ
た
と

み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「近
代
数
寄
者
」
に
と

っ
て
茶
会
と
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
を
円

滑
に
動
か
す
た
め
の

「社
交
」
の
場
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
先
程
の
谷
川
徹
三

が
挙
げ
た
四

つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
で
い
え
ぽ
、
当
然
①
が
最
重
要
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
、
「近
代
数
寄
者
」
達

は
美
術
品

の
コ
レ
ク
タ

ー
で
も
あ
り
、
こ
れ
を
披
露
す
る
場
と
し
て
茶
会
が
利
用
さ
れ
た
面
も
少
な
か

ら
ず
あ
る
の
で
、
③
も
重
要
な

フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う

一
度
総
括
し
て
お
く
と
、
恋
歌

の
世
界
を
内
包
し
て
い
る
の
が
大
名
系

茶
道
、
基
本
的
に
恋
歌
を
禁
止
し
、
排
除
し
て
い
る
の
が
千
家
流
茶
道
、
そ
し

て
両
者
が
交
じ
り
合
う
要
素
を
持

つ
も

の
の
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ぽ
大
名
系
茶

道
に
近

い

「近
代
数
寄
者
」

の
茶
道
の
三
者
が
あ

っ
て
、

こ
れ
ま
で
の
茶
道
史

の
主
流
を
な
し
て
き
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
茶
道

の
世
界
は
非
常

に
多
彩
で

あ
り
、
決
し
て
正
し
い
茶
道

の
あ
り
方
な
ど
と
い
う
も

の
は
な
い
。
こ
の
陵

の

深
さ
と
多
様
性
が
あ
る
た
め
に
、
茶
道

は
今
で
も
多
く

の
人
を
魅
了
し
て
止
ま

な
い
の
で
あ
る
。
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注(1
)

「茶
道
と
恋
歌

(
一
)
1

『恋
歌

ハ
い
む
べ
し
』
り
・」
『日
本
研
究
』
第
二

十
八
集
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ソ
タ
ー
、
平
成
十
六
年

一
月

(2
)

原
田
伴
彦

『近
代
数
寄
者
太
平
記
』
(『原
田
伴
彦
著
作
集
』
第
三
巻
、
思

文
閣
出
版
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
)
所
収

(3
)

熊
倉
功
夫

『近
代
茶
道
史

の
研
究
』
、
日
本
放
送
協
会
出
版
、
昭
和
五
十

五
年
二
月

(4
)

同

『近
代
数
寄
者
の
茶
の
湯
』、
河
原
書
店
、
平
成
九
年
二
月

(5
)

同
編

『茶
道
聚
錦
』
6

(近
代
の
茶
の
湯
)、
小
学
館
、
昭
和
六
十
年
三

月
(6
)

鈴
木
皓
詞

『近
代
茶
人
た
ち
の
茶
会
』、
淡
交
社
、
平
成
十
二
年
三
月

(7
)

前
掲

『茶
道
聚
錦
』、
七
四
頁

(8
)

前
掲

『茶
道
聚
錦
』
、
八
三
頁

(9
)

本
論
稿
に
お
い
て
考
察
対
象
に
し
た
茶
会
記
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
煩

雑
さ
を
な
く
す
た
め
に
、

一
部
改
称
を
加
え
た
。

・
古
今
茶
湯
集

:
山
本
寛
他
編

『古
今
茶
湯
集
』、
慶
文
堂
書
店
、
大

正
六
年
九
月
。
こ
の
茶
会
記
集
は
日
付
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
稿

で
は
年
代
順
に
改
め
て
用
い
た
。
ま
た
、
明
治
以
前
の
茶
会
記
録
は
本
論
稿

で
は
割
愛
し
た
。

・
平
井
家
茶
会
記

:
大
阪
市
史
編
纂
所
編

『大
阪
市
史
史
料
』
第
四
十
八

輯
、
大
阪
市
史
料
調
査
会
、
平
成
九
年
二
月

・
安
田
松
翁
茶
会
記

:
安
田
善
次
郎

『松
翁
茶
会
記
』
、
非
売
品
、
昭
和
二

年
九
月

・
野
崎
幻
庵
茶
会
記

:
野
崎
幻
庵

『茶
会
漫
録
』
第

一
集
～
第
十
二
集
、
中

外
商
業
新
報
社

・
野
村
得
庵
茶
会
記

:
野
村
美
術
館
学
芸
部

「〈翻
刻
〉
野
村
得
庵
茶
会
記

(
一
)
～
(五
)
」
『研
究
紀
要
』
、
野
村
文
華
財
団
、
平
成
十

一
年
～
十
五
年

・
高
橋
箒
庵
茶
会
記

:
熊
倉
功
夫

・
原
田
茂
弘
校
注

『東
都
茶
会
記
』

一

～
五
、
淡
交
社
、
平
成
元
年
三
月
、
同

『大
正
茶
道
記
』

一
～
三
、
淡
交
社
、

平
成
三
年
十
月
、
熊
倉
功
夫
編

『昭
和
茶
道
記
』

一
～
二
、
淡
交
社
、
平
成

十
四
年
三
月

・
淡
々
斎
茶
会
記

:
千
宗
室

『裏
千
家

淡
々
斎
遺
芳
集
』
第
二
巻

(自

会
記

・
他
会
記
)、
淡
交
新
社
、
昭
和
四
十

一
年
十
二
月

・
小
林
逸
翁
茶
会
記

:
小
林

=
二

『大
乗
茶
道
記
』、
浪
速
社
、
昭
和
五
十

一
年
三
月

*
尚
、
以
後
特
に
必
要
の
な
い
場
合
は
す
べ
て
改
称
を
用
い
る
。

(10
)

前
掲

『古
今
茶
湯
集
』
巻

一
、

一
八
○
～

一
八

一
頁
。
尚
、
『古
今
茶
湯

集
』
に
関
し
て
は
原
田
伴
彦

「風
俗
史

・
経
済
史
か
ら
見
た
茶
道

の
人
脈
」

(『原
田
伴
彦
論
集
』
第
五
巻
、
思
文
閣
出
版
、
昭
和
六
十

一
年
五
月
、
二
三
五

～
二
三
七
頁
)
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。

(11
)

第
五
章
で
述
べ
た

『江
岑
夏
書
』
の
引
用
記
事
を
指
す
。
こ
こ
で
は
、

「あ
ま
の
は
ら
…
…
」、
「や

へ
む
ぐ
ら
…
…
」
、
「こ
ぬ
人
を
…
…
」
の
三
首
は

特
別
扱
い
さ
れ
て
い
た
。

(12
)

高
橋
義
雄
著

・
林
屋
晴
三
監
修

『復
刻

大
正
名
器
鑑
』
第
五
編

(上
)
、

ア
テ
ネ
童
旦
房
、
平
成
九
年

一
月
、
八
四
頁

(13
)

千
宗
左

・
千
宗
室

・
千
宗
守
監
修

『利
休
大
事
典
』、
淡
交
社
、
平
成
元

年
十
月
、
二
六
七
頁
。
林
屋
辰
三
郎
執
筆
担
当
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(14
)

前
掲

『古
今
茶
湯
集
』
巻
二
、
二
六
～
二
七
頁

(15
)

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
関
重
広

「渡
辺
清
に
つ
い
て
」
(藤
根
井
和
夫

編

『歴
史

へ
の
招
待
』
①
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
、

一
五
六
～

一
五
七
頁
)
に
詳
し
い
。
そ

の
他
管
見
で
は

『史
談
速
記
録
』
第
十

八
輯
、
第
五
十
三
輯
、
第
五
十
八
輯
、
第
五
十
九
輯
、
第
六
十
八
輯
、
第
七
十

四
輯
、
第
九
十
六
輯
に
彼
自
身
が
維
新

の
こ
と
に
つ
い
て
語

っ
た
談
話
が
残
っ

て
い
る
。

(16
)

前
掲

『昭
和
茶
道
記
』

一
、
七

一
七
頁

(17
)

渡
辺
と
松
浦
が
同
族
意
識
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
明
治
二
十
七
年
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
彼
等
は
源
融

(河
原
左
大
臣
)

一
千
年
忌
を
行
な

っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
彼
等

一
族
の
者
が
献
詠
を
行
な
っ
て

お
り

(
一
族
末
裔
献
詠
)、
そ
れ
が
後

に

『千
代
の
香
』
(明
治
二
十
八
年
九

月
)
と
し
て
菅
沼
量
平
に
よ

っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
両
人
と

も

「河
辺
菊
」
「塩
釜
煙
」
と
い
う
題
詠
を
行
な
っ
て
い
て
、
そ
の
歌
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

河
辺
菊

千
世
ま
で
も
い
や
栄
け
り
加
茂
川

の
岸
の
白
菊
ね
は
か
れ
す
し
て

正
三

位
松
浦
詮

塩
釜
煙

塩
釜
の
煙
の
末
そ
し
の
は
る
ン
た

〉
て
千
と
せ
の
年
は
ふ
れ
と
も

河
辺
菊

志
ら
菊
の
匂
ひ
な
か
る
〉
河
水
を
千
と
せ
の
後
に
く
む
そ
嬉
し
き

従
三

位
渡
辺
清

塩
釜
煙

遠
方

に
な

ひ
く
塩
屋

の
け
ふ

り
さ

へ
昔

を
志

た
ふ

ご

〉
ち

こ
そ
す

れ

二

つ
の
題

は
そ

れ
ぞ

れ

『伊

勢

物

語
』

と

『古

今

和

歌
集

』

に
あ

る

源
融

に

関

す

る
記

述

か
ら
採

用

さ
れ

た
と

思

わ

れ

る
。

ま
ず

「
河

原

菊

」

は
、

『
伊
勢

物

語
』

第

八
十

一
段

に
基
づ

く

も

の
で
あ

ろ
う

。

こ

の
段

で

は

「
賀

茂
河

の
ほ

と
り

に
、

六
条

わ

た
り

に
、
家

を

お
も

し

ろ
く
造

り

て
住

」

ん

で

い
た
源

融
邸

に

「神

無
月

の

つ
ご
も

り
が

た
、

菊

の
花

う

つ
ろ

ひ
ざ

か
り

な

る

に
、
紅

葉

の

千

種

に
見
ゆ

る
お

り
、
親

王

た

ち

お

は
し
ま

さ

せ

て
」

と

い
う
あ

る
よ
う

に
、

親

王

ら
が
菊

を
見

に
来

た
設

定

に

な

っ
て

い
る
。

つ
ま
り

、
賀

茂

川

の
畔

に
あ

っ
た
彼

の
か

つ
て

の
邸

宅

の
菊

は
親

王

が
来

ら

れ

る
位

に
美

し

か

っ
た

こ
と
を

物

語

っ
て

い
る
。

ま

た
、

「塩

釜

煙

」

と

い
う

題

は

『
古

今

和

歌

集

』
巻

十

六

に
あ

る
紀

貫

之

の
歌

「
き

み
ま

さ

で
煙

た

え

に
し
塩

釜

の
う
ら

さ

び

し
く

も
見

え

わ

た
る

か
な
」

か
ら
き

て

い
る
。

こ

の
詞
書

は

「
河

原
左

大

臣

の
身

ま

か
り

て

の
ち
、

か

の
家

に
ま

か

り

て
あ

り
け

る
に
、
塩

釜

と
言

ふ
所

の
様

を
作

れ
り

け

る
を
見

て
、

よ
め

る
」

と

い
う
も

の
で
あ

る
。

(
18
)

松
浦

伯

爵
家

編

集

所
編

『松

浦
詮

伯

伝
』

二
、

非
売

品

、
昭

和

五
年

十

二

月
、

三

四
四
頁

(
19
)

前

掲

『松
浦

詮

伯
伝
』

二
、
三

四

四
頁

(
20
)

『
読
売

新

聞

』
明

治

二
十

六
年

十

月

二
十

六

日

の

「
雑
報

」

に
次

の
よ

う

な
記
事

が
見

え

る

(朝

刊
第

三

面
)
。

●
三
荘

一
時
に
成
る

京
都

ハ
山
水
明
媚

の
地
、
近
来
人
の
来
り
別
荘
を

構

へ
る
も
の
少
か
ら
ず
。
現
に
、
十
月
に
入
り
て
三
荘

一
時
に
工
事
竣
成

し
、
又
殆
ど
同
時
に
三
氏
移
住
せ
り
。
其
の
位
置
と
其
の
主
人
と
を
聞
く

に
、
其

一
ハ
主
馬
頭
藤
波
言
忠
子
爵
に
し
て
高
野
川
の
東
田
中
村
に
洋
風
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を
以
て
造
立
し
、
其
ニ

ハ
貴
族
院
議
員
男
爵
渡
辺
清
氏
に
し
て
西
洞
院
椹

木
町
上
る
西
側
に
和
風
に
て
造
立
し
、
其
三
は
貴
族
院
議
員
松
本
鼎
氏
に

し
て
鴨
川
東
竹
屋
町
に
和
風
を
以

て
造
立
せ
り
、
と

(適
宜
句
読
点
を
補

っ
た
)。

ま
た
、
本
田
精
志

『新
撰

華
族
名
鑑
』
(博
文
館
、
明
治
三
十
二
年

一
月
)

や
秀
英
舎
編
集
所
編

『華
族
名
鑑
』
(秀
英
舎
、
明
治
三
十
三
年
七
月
)
に
は
、

東
京
の
住
所
と
京
都

の
住
所
が
併
記
さ
れ

て
い
る
。
東
京
の
住
所
は

「東
京
市

麻
布
区
麻
布
霞
町
二
番
地
」
と
な

っ
て
い
る
。

一
方
京
都
の
住
所
は

「京
都
市

上
京
区
西
洞
院
通
リ
下
立
売
下
ル
東
裏
辻
町
六
番
戸
寄
留
」
と
な

っ
て
い
る
。

京
都
の
住
所
は
先
に
挙
げ
た

『読
売
新
聞
』
の
記
事
と
同
じ
場
所
を
示
し
て
い

る
。
渡
辺
の
唯

一
の
孫
に
あ
た
る
関
重
広
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
住
所
に
移
る
前

に
既
に
鳥
丸
通
り
に
家
を
持

っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
家
は
、
東
裏
辻
町
に
移

る
際
に
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
公
会
に
譲

っ
た
と
い
う

(関
重
広

「渡
辺
清
と
そ
の

家
族
の
想
い
出
」
『大
村
史
談
』
昭
和
五
十
五
年
三
月
、
三

一
頁
)。

(21
)

藤
村
庸
軒
の
自
宅
は
西
洞
院
下
立
売
下
に
あ

っ
た
。
『瓶
史
』
昭
和
七
年

秋
風
号

(去
風
洞
、
昭
和
七
年
十
月
)
に
は
大
宇
村
舎
主
人
の

「町
人
階
級
の

茶
の
湯
の
指
導
者
と
し
て
の
藤
村
庸
軒
」
と
題
す
る
論
説
が
あ
る
が
、
そ
こ
に

次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

旧
宅

(庸
軒
の
1
筆
者
注
)
は
今
京
都
府
庁

の
あ
る
、
西
洞
院
下
立
売
に

有
つ
て
、
家
の
中
に
滋
野
井
と
云
名
水
が
有
る
。
明
治
年
間
渡
辺
と
云
ふ

老
男
爵

(渡
辺
清
の
こ
と
1
筆
者
注
)
が
住
ん
で
居
た
の
を
、
大
阪

の
実

業
家
外
山
修
造
氏
が
買
取
つ
て
、
別
荘
に
し
て
居
た
。
最
近
隣
り
の
小
学

校
に
併
合
さ
れ
て
今
、
其
学
校
を
滋
野
井
小
学
校
と
称
し
て
居
る
。
(三

嬲

五
頁
)

こ
こ

に

は
、

か

つ
て
庸
軒

が

建

て

た

「
反

古
庵

」

と

い
う
名

席

が

あ

っ
た
と

い
う

。

(
22
)

滋

野
井

に

つ
い

て
は
辻

田
無

茶

士

「
名

水

の
話
」

(
『茶

道

全
集

』
巻

の
十

三
、

創
元

社
、

昭
和

十

二
年

四
月
所

収
)

に
詳

し

い
。

(23
)

『
読

売

新

聞
』

明

治

二
十

八
年

十

月
十

九

日

の

「
京

都

だ

よ

り
」

に

は
次

の
よ
う

な
記
述

が
見

え

る

(朝

刊
、

三
面

)
。

●
献
茶
式

豫
ね
て
報
じ
た
る
如
く
、
去
る
十
五
日
午
前
九
時
よ
り
平
安

神
宮
に
於
て
、
第

一
回
献
茶
式
を
執
行
し
た
る
が
、
献
茶
主
は
男
爵
渡
辺

清
氏
、
宗
匠

ハ
碌
々
斎
宗
旦
氏

(宗
左
の
誤
か
1
筆
者
注
)
に
し
て
、
先

づ
祭
主
以
下
大
極
殿
西
の
方
に
着
塲
し
た
る
後
、
祓
の
儀
あ
り
。
夫
れ
よ

り
更
に
東
の
方
に
着
塲
し
て
神
饌
を
伝
供
し
、
且

つ
献
茶
の
式
を
了
り
た

る
上
献
香
並
に
献
茶
の
伝
供
あ
り
。
次
に
祭
主
祝
詞
を
奏
し
、
祭
主
、
祭

官
、
献
茶
主
以
下
の
拝
礼
あ
り
。
夫
れ
よ
り
神
饌
、
献
香
、
献
茶
を
徹
し

て
各
自
退
散
し
た
る
後
、
拝
服
を
執
行
せ
し
が
、
当
日

ハ
紀
念
祭
執
行
の

初
日
な
れ
バ
、
之
れ
が
招
請
に
応
じ
て
列
席
せ
し
者
夥
し
く
、
却
々
の
盛

式
な
り
し
と
云
ふ
。
(適
宜
句
読
点
を
補

っ
た
)

こ
の
記
事
か
ら
献
茶
式
が
厳
粛
か
つ
盛
大
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
窺
、兄
る
。

記
事
の
中
に
見
え
る
紀
念
祭
と
は
、
こ
の
年
に
開
催
さ
れ
た
平
安
遷
都
千
百
年

紀
念
祭
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
の
紀
念
祭
開
催
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
平
安
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神
宮
百
年
史
編
纂
委
員
会
編

『平
安
神
宮
百
年
史
』
、
平
安
神
宮
、
平
成
九
年

三
月
に
詳
し
い
。

ま
た
、
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
く
と
、
こ
の
記
事
か
ら
二
週
間
ほ
ど
前
の
十

月
六
日
の
同
紙
朝
刊
第
五
面
に
は
、
こ
の
献
茶
式

の
事
に
つ
い
て
の
予
告
記
事

が
見
ら
れ
る
。
次
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。

▲
平
安
神
宮
秋
茶
式

豫
て
京
都

に
於
て
茶
人
の
聞
あ
る
人
々
、
協
同
し

て
平
安
神
宮
に
於
て
秋
茶
式
挙
行

の
事
を
協
賛
会
に
申
込
あ
り
し
が
、
彌

来
る
十
五
日
午
前
九
時
秋
茶
式
を
執
行
す
る
よ
し
に
て
協
賛
会
評
議
員
、

幹
事
、
委
員
、
及
び
市
内
の
茶
の
宗
匠
に
て
無
慮
二
百
名
を
招
待
し
、
神

苑
茶
寮
に
於
て
茶
菓
を
饗
す
る
と
い
ふ
。
(適
宜
句
読
点
を
補

っ
た
)

彼
は
こ
の
他
に
も
、
明
治
三
十

一
年
四
月
十
八
日
か
ら
二
十
日
に
か
け
て
行

な
わ
れ
た
豊
公
三
百
年
祭
で
は
献
茶
な
ら
び
に
大
茶
会
を
取
り
仕
切
る
委
員
長

と
な

っ
て
い
る
し

(『風
俗
画
報
』
第

一
六
四
号
、
東
陽
堂
、
明
治
三
十

一
年

五
月
)
同
三
十
五
年
四
月
に
行
な
わ
れ
た
菅
原
大
神
千
年
大
祭
で
は
献
茶
委
員

長
と
な
っ
て
い
る

(同
第
二
五
〇
号
、
明
治
三
十
五
年
五
月
)。
た
だ
し
、
後

者
の
献
茶
会
に
は
、
彼
の
息
子
で
あ
る
環
の
忌
中

(同
年
三
月
二
日
没
)
で
あ

っ
た
た
め
、
渡
辺
は
参
会
し
て
い
な
い
。

(24
)

前
掲

『大
正
茶
道
記
』

一
、
四
五
二
～
四
五
三
頁
。
ま
た
、
同
じ
茶
会

(日
は
異
な
る
が
)
に
出
席
し
た
野
崎
広
太

(幻
庵
)
も
前
掲

『茶
会
漫
録
』

第
九
集
に
お
い
て

「さ
て
も
小
倉
の
色
紙
を
茶
事
に
見
る
は
、
蓋
し
そ
の
昔
関

白
豊
臣
秀
次
、
二
代
将
軍
秀
忠
、
三
代
将
軍
家
光
さ
て
は
国
主
の
大
々
名
が
催

し
に
用
ひ
し
事
、
旧
き
会
記
に
依
て
僅

に
伝
ふ
る
処
、
而
も
大
正
の
今
日
親
し

く
之

を
床

に
掲
げ

し
茶
事

に
臨

む
、
畢

竟

世
が

世

な

れ
ば

こ
そ

と
、
窃

に
其

眼

福

を
喜

び
、

且

つ
は
深

く
之

を
楽

み
」

と
感
想

を

述

べ

て

い
る
。

こ
れ
程

に
茶

人

に
と

っ
て

「
小
倉

色
紙

」

は
特
別

な

も

の
な

の

で
あ

る
。

(25
)

前
掲

『松

浦

詮
伯
伝

』

二
、

四
五

五
頁

(26
)

高
橋

義

雄

『
箒

の
あ

と
』

上
、

秋
豊

園

、
昭

和

八
年

七

月
、

二
六

八
頁

。

『角

川
茶
道

大

辞
典

』

に

よ

る
と
、

「
紅
艶

の
号

は
芝

公
園

に
住

ん
だ

の
に

ち
な

む
」

と
あ

る

(
一
二
六
七

頁
、

白
崎

秀
雄

執
筆

担
当

)
。

(
27
)

前

掲

『箒

の
あ

と
』

上
、

二
六

九
頁

(
28
)

野
崎

広

太

『茶

会

漫
録

』
第

五
集
、

中

外
商

業

新
報

社
、

大

正

三
年

六

月
、

二

二
～

二
三
頁

(
29
)

石

川

庄
平

『京

橋
繁

昌

記

(
一
名

京

橋

区
沿

革

史
)
』
、
京

橋

協
会

、
大

正

元

年

十

一
月
、

=

九

頁
。

こ
こ

で

は

「
待

合
及

遊

船
宿

」

に

「蜂

龍

」

は
分

類

さ

れ

て

い
る
。
白

柳

秀

湖

に
よ

る

と
、

「
三
井

の
人

達

は
、
山

口

(待

合

の

店
名

-

筆
者

注

)

の
外

に
木

挽

町

の

『蜂

龍
』

に
も

よ
く
出

か
け

た
」

と

い
う

(白

柳

秀

湖

『食

慾

と
愛

慾

』
、
千

倉

書

房
、

昭

和

六

年

一
月

、
三

四

四
頁

)
。

「
待

合
」

の
性

格

に

つ
い

て
は
、
井

上

章

一

『愛

の
空
間

』

(角

川
選

書
、

平

成

十

一
年

八
月

)

に
詳

し

い
が
、

井

上
氏

に
よ

る
と

当
時

の

「
待

合
」

は
単

に
性

交
が

行
な

わ

れ
る
だ

け

の
場

所

で
は
な

く
、
飲

み
屋

の
よ
う

な

一
面

が
あ

っ
た

り
、

あ

る

い
は
そ

こ

で
落

語
が

行

な

わ
れ

る
と

い

っ
た
演

芸

場

の

よ
う

な
…機
能

な
ど

を
併

せ
持

つ
、
多

目
的

に
利

用

さ
れ

る
空

間

で
あ

っ
た

こ

と
が

明
ら

か

に

さ
れ

て

い
る
。

(
30
)

高

野

正

雄

『喜

劇

の
殿

様

-

益

田

太
郎

冠

者

伝
』
、
角

川

叢

書

、
平

成

十

四
年

六

月
、

八

二
～

八
三
頁

(31
)

前
掲

『京

橋
繁

昌
記

』
、

=

六
頁
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(32
)

菊
池
武
徳

『明
治
史
の
裏
面

名
士
と
名
妓
』
(ダ
イ
ヤ
モ
ソ
ド
社
、
昭

和
十
二
年
三
月
)
は
、
彼
女
が
明
治
四
十

一
年
有
楽
座
の
開
場
式
を
祝
し
て
行

な
わ
れ
た
新
作
長
唄

「賤

の
苧
環
」
に
、
唄
方

の
一
人
と
し
て
出
演
し
た
事

(七
六
頁
)、
又
同
四
十
四
年
春
四
月
九
日

(吉
原
大
火
の
日
)
和
田
豊
治
邸
で

行
な
わ
れ
た
海
棠
花
見
の
園
遊
会
に
お

い
て
清
元
名
取
と
な
っ
た
事

(四
頁
)
、

同
年
六
月
に
行
な
わ
れ
た
清
元
オ
ペ
ラ

「結
縁
野
辺
の
色
草
」
に
祗
王
役
と
し

て
出
演
し
た
事

(
一
〇
二
頁
)、
な
ど
を
伝
え
る
。
彼
女
は
そ

の
後
引
退
し
て

「荻
江
す
ず
」
と
名
乗

っ
て
声
楽
の
師
匠

に
な
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
推
し

て
、
彼
女
は
美
貌
よ
り
も
歌
に
優
れ
た
芸
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(33
)

前
掲

『茶
会
漫
録
』
第
二
集
、
明
治
四
十
五
年
六
月
、

一
一
二
～

=

六

頁
(34
)

勿
論

「継
色
紙
」
と
い
う
名
物
を
披
露
し
た
か
っ
た
と
い
う
気
持
ち
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
表
具
を
異
常
な
早
さ
で
仕
上
げ
た
の
に
は
、
こ
の

日
の
茶
会
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

(35
)

前
掲

『茶
会
漫
録
』
第
二
集
、

=

六
頁

(36
)

柴
田
佳
作

「鈍
翁
の
家
族
と
三
兄
弟

二
」
(『淡
交
』
第
五

一
九
号
、
淡

交
社
、
平
成
元
年
七
月
)
に
は
英
作

の
お
茶
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
証
言
が
あ

る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
記
事
は
鈴
木
皓
詞
氏
が
当
時
を
よ
く
知
る
道
具
商
柴
田

佳
作
氏
に
イ
ソ
タ
ビ

ュ
ー
す
る
形
と
な

っ
て
い
る
。

柴

田

益

田
英
作

・
紅

艶

さ

ん

の
こ
と

は
色

々
な

と

こ

ろ

で
、

面
白

可

笑

し
く
書

か

れ

て

い
る

ん
だ
が

、
紅

艶

さ

ん

に
は
他

の
二
人

(孝

と
克

徳

-

筆
者

注

)

に

は
無

い
、

人
間
的

な
面

白

さ
が

あ

っ
た
ん

だ
な

。
気

楽

で
ね

。

そ
れ
が

端

か
ら
見

る

と
、
駄

の
字
が

付

く
場

合
が

あ

る
わ
け

だ
。

1
遊

び
が

過
ぎ

る

の
で
す

か
。

柴

田

同
じ

シ

ャ
レ
で
も

、
駄

ジ

ャ

レ
と

悪

口
を
言

わ
れ

る

ほ
う

に
近

い

と

い
う

こ

と
。

ー

紅
艶

さ

ん

は

そ
れ

だ
け

、
江

戸

の
黄

表
紙

や
落
語

、
芝

居

、
端

唄

と

い

っ
た
も

の
に
精
通

し

て

い
た
と

い
う

こ
と

で
す

ね
。

柴

田

そ

う

い
う
事
。

(五

六
頁

)

こ
う
い
っ
た
証
言
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
の
茶
会
は
英
作
の
面
目
が
躍
如
し

て
い
る
茶
会
で
あ
り
、
こ
れ
が
英
作
流
茶
会
の
本
質
を
示
す

一
つ
の
好
例
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

(37
)

光
芸
出
版
編
集
部

『骨
董
価
値
考
』、
光
芸
出
版
、
昭
和
五
十
四
年
五
月
、

一
〇
〇
頁

(38
)

柴
田
佳
作

「近
代
の
数
寄
者
ぱ
な
し
」
(『淡
交
』
N
o
・
五

=
二
～
五
二

五
、
平
成
七
年

一
月
～
十
二
月
連
載
)
は
、
鈴
木
皓
詞
氏
を
聞
き
手
と
し
た
対

談
集
で
あ
る
が
、
益
田
、
馬
越
、
朝
吹
、
岩
原
な
ど
の
道
具
収
集
と
そ
れ
に
ま

つ
わ
る
伊
丹
と
の
関
係
な
ど
を
知
る
上
で
非
常
に
参
考
に
な
る
資
料
で
あ
る
。

(39
)

前
掲

『茶
会
漫
録
』
第
三
集
、
明
治
四
十
五
年
六
月
、
七
七
～
八

一
頁

(40
)

前
掲

『茶
会
漫
録
」
第
三
集
、
八

一
頁

(41
)

石
田
吉
貞

『藤
原
定
家
の
研
究
』
(文
雅
堂
書
店
、
昭
和
三
十
二
年
三
月
)

に
は
、
「
『未
来
記
』
『雨
中
吟
』
の
二
書
は
何
れ
も
詠
む
べ
か
ら
ざ
る
歌
を
示

し
た
定
家

の
作
と
し
て
、
中
世
の
歌
学
書
で
あ
る

『清
厳
茶
話
』
『さ
さ
め
ご

と
』
『未
来
記
雨
中
吟
抄
』
『老

の
す
さ
み
』
『か
り
の
す
さ
み
』
等

に
見
、κ
、

『実
隆
公
記
』
等
に
よ
れ
ば
、
『詠
歌
大
概
』
『百
人

一
首
』
等
と
共
に
、
盛
ん

に
書
写
さ
れ
、
定
家

の
著
作
中
で
も
重
要
な
も
の
と
し
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
の
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茶道 と恋歌(二)

で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

(四
四

一
頁
)。
し
か
し

『未
来
記
』
に
つ
い

て
は
、
未
だ
定
家
の
真
作
か
否
か
の
解
決
を
み
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

(42
)

前
掲

『茶
会
漫
録
』
第
四
集
、
大
正
三
年
六
月
、
八
○
～
八
三
頁

(43
)

こ
の
懐
紙
は

『思
文
閣
墨
蹟
資
料
目
録
』
第
二
三
〇
号

(思
文
閣
、
平
成

三
年
八
月
、
九
八
頁
)
に
モ
ノ
ク
ロ
写
真
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(44
)

藤
木
正

一
は
藤
木
工
務
店
の
社
長
で
あ
り
、
大
阪
府
豊
中
市
新
免
に
住
ん

で
い
た
茶
人
で
あ
る
。
お
茶
は
石
州
流
。
昭
和
二
十
三
年
に
発
足
し
た

「渓
苔

会
」
で
小
林

一
三
ら
と
共
に
会
員
と
な
る
。
彼

の
事
績
に
つ
い
て
は

『藤
木
工

務
店
七
〇
年
史
』
(藤
木
工
務
店
、
平
成
四
年
三
月
)
に
詳
し
い
。
そ
の
他
に

は
、
巴
木
千
以

『愛
蔵
弁
あ
り
』
(浪
速
社
、
昭
和
四
十
年
五
月
、
二
四
～
三

三
頁
)
に
骨
董
談
が
、
そ
し
て

『新
修
茶
道
全
集
』
巻
五
に
は
、
彼
に
関
す
る

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

渓

苔
会

は
美

術

商
小

澤

渓
苔

堂

に
集

ま

る
お
客

様

の
会

で
、

茶

よ

り
も

観
賞

畑

の
人

々

だ
け

に
、

鑑
識

ひ
ろ

く
、
次

の
時
代

へ
の
ダ

ー

ク

ホ
ー

ス

が

ひ
そ

ん

で
ゐ
る
。

逸
翁
曠

庵

の
ほ
か

に
、

藤

木

正

一
、
沖

原
辯

治

、
江

口
二
郎

、
戸

田

大

三
、

乾

不
鬼

庵

、

小

澤
渓
苔

な
ど

の
名

を
聞

い

て
ゐ

る
が
、

ど

れ
も

こ

れ
も

が
大

物

買

ひ

で
、
茶

が
終

つ
て
か
ら
椀

伏

せ

の
交

換

会

を

や

る

の
も

昭
和

茶

会

の

一
断

層

と
眺

め
ら

れ

る
。

渓
苔

会
中

の
大
物

は
、
藤

木
正

一
と
乾

不

鬼
庵

で
、
藤

木

は
笹

川

コ
レ

ク

シ

ョ
ソ
を
譲

受

け

て
、
観

賞

か

ら
入

つ
た

に

か

》
は

ら
ず

、
今

で
は
茶

道
美

術

に
す
ば

ら

し

い
眼

筋

の
よ
さ

を
発

揮

し
、

明
時

代

の
彩

陶
唐

津

の

名
品
所
持
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
茶
は
石
州
流
本
荘
宗
泉
門
下
で
あ
る
。

(四
三
二
～
四
三
三
頁
)

こ
の
記
述
は
昭
和
二
十
年
代
の
も
の
で
、
杓
庵

(高
原
慶
三
)
に
よ
っ
て
書

か
れ
た

「昭
和
茶
道
人
国
記
」
中
に
あ
る
。

(45
)

前
掲

『茶
会
漫
録
』
第
十
二
集
、
昭
和
二
年
六
月
、
二
六
～
三
五
頁
。
こ

の
茶
会
に
は
藤
原
定
家
の
詠
草
五
首
歌
切
が
か
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
に

「虫

声
増
恋
・・忘
れ
ゆ
く
宵
の
思
ひ
を
あ
ら
た
め
て
ひ
と
あ
さ
ち
ふ
の
松
虫
の
声
」

と
い
う
歌
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
恋
の
歌
と
は
い
い
な
が
ら
秋
の
歌
と
も

読
め
な
く
は
な
い
。
他
の
四
首
が
秋
の
歌
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
恋
歌
も
当
然

秋
の
歌
と
感
じ
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

(46
)

『安
田
松
翁
茶
会
記
』
に
は
、
歌
の
記
載
は
な
い
が

「浄
弁
詠
草
三
首
和

歌

初
夏
、
五
月
雨
、
不
逢
恋
」
と
あ
り
、
六
月
と
い
う
季
節
も
考
慮
に
入
れ

る
と
夏
の
掛
物
と
見
做
さ
れ
使
用
さ
れ
た
の
は
間
違

い
な
い
。
ち
な
み
に
こ
の

日
の
客
組
は
、
松
浦
詮
、
三
田
葆
光
、
小
松
浦
、
安
田
善
次
郎
で
あ
っ
た
。

(47
)

原
田
伴
彦
編

『茶
道
人
物
辞
典
』、
柏
書
房
、
昭
和
五
十
六
年
九
月
、

一

七
六
頁

(48
)

こ
の
茶
会
の
模
様
を
伝
え
る

『東
都
茶
会
記
』
中
の
記
事
に
は
、
「明
治

三
十
五
年
四
月
初
旬
」
に
亡
く
な
っ
た
と
記
載
ざ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
治

三
十
六
年
の
誤
り
で
あ
る
。
大
正
八
年
四
月
六
日
に
行
な
わ
れ
た
非
黙
庵
十
七

回
忌
追
善
茶
会
の
記
事
に
は
明
治
三
十
六
年
に
死
亡
し
た
と
書
か
れ
て
あ
り
、

こ
ち
ら
が
正
し
い
。

(49
)

三
日
間
に
わ
た
る
こ
の
茶
会
の
客
組
が
前
掲

『東
都
茶
会
記
』
二
の
注
に

記
載
さ
れ
て
い
る

(五
八
八
頁
)。
そ
れ
に
よ
る
と
客
組
は
次
の
通
り
。
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十
二
月
二
十
四
日

益
田
孝
、
朝
吹
英
二
、
益
田
英
作
、
山
澄
力
蔵
、
梅

沢
安
蔵

十
二
月
二
十
五
日

加
藤
正
義
、
岩
原
謙
三
、
野
崎
広
太
、
瓜
生
震

十
二
月
二
十
六
日

三
井
八
郎
次
郎
、
団
琢
磨
、
早
川
千
吉
郎
、
池
田
成

彬
、
伊
丹
元
七

(50
)

前
掲

『東
都
茶
会
記
』
二
、
五
八
二
～
五
八
八
頁

(51
)

川
村
晃
生

・
柏
木
由
夫

・
工
藤
重
矩
校
注

『新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
九
、

岩
波
書
店
、
平
成
元
年
九
月
、

一
一
八
頁

(52
)

前
掲

『東
都
茶
会
記
』
二
、
五
八
四
頁

(53
)

高
橋
義
雄

『萬
象
録
』
巻
三

(思
文
閣
出
版
、
昭
和
六
十
二
年
六
月
)
大

正
四
年
十
二
月
二
十
四
日
の
条
は
、
故
益
田
克
徳
に
つ
い
て
様
々
な
懐
旧
談
が

な
さ
れ
た
事
を
伝
え
る
。
中
で
も
銘

「不
出
来
」
と
い
う
茶
碗
に
対
し
て
次

の

よ
う
な
話
が
な
さ
れ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

中
に
も
今
度
使
用
し
た
る
克
徳
氏
手
造
銘

「不
出
来
」
の
茶
碗
は
、
故
柏

木
貨

一
郎
氏
が
焼
却
し
当
時
五
十
円

に
て
克
徳
よ
り
譲
受
け
た
る
者
に
し

て
、
彼
の
節
倹
家
の
柏
木
が
大
枚
五
十
円
奮
発
す
る
は
実
に
此
茶
碗
の
名

誉
と
謂
ふ
べ
く
、
克
徳
手
造
茶
碗
中
最
も
有
名
翁
さ
び
に
次
ぎ
て
は
此
不

出
来
が
無
類
の
傑
作
な
る
べ
し
と
云
ふ
。
(四
六
七
頁
)

(54
)

前
掲

『茶
会
漫
録
』
第
八
集
、
大
正
十
二
年
八
月
、

一
三
三
～

一
三
五
頁

(55
)

現
在
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
所
蔵
は
財
団
法
人
大
師

会
。
文
字
は

「施
人
慎
勿
念
受
施
慎
々
内
含
光
柔
弱
生
之
」。
崔
子
玉
座
右
銘

断
簡
は
、
中
国
後
漢
時
代
の
崔
子
玉
が
人
生

の
戒
め
と
し
た
銘
文
を
空
海
が
草

書
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

(56
)

長
井
実

『自
叙
益
田
孝
翁
伝
』、
昭
和
十
四
年
六
月
所
収

「大
師
会
」
参

照
。

(57
)

高
嶋
光
雪

・
井
上
隆
史

『三
十
六
歌
仙
絵
巻
の
流
転
』、
日
経
ビ
ジ
ネ

ス

人
文
庫
、
平
成
十
三
年
六
月

(58
)

佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
巻
は
上
下
二
巻
か
ら
な
り
、
下
巻
の
最
初
に
は
住

吉
明
神
の
歌
と
絵

(松
)
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
歌
仙
切
は
三
十
六
人
の
歌
人

と
住
吉
明
神
を
合
わ
せ
た
計
三
十
七
枚
と
な
る
。
こ
の
住
吉
明
神
は
記
念
と
し

て
元
の
持
主
で
あ

っ
た
山
本
唯
三
郎
に
寄
贈
さ
れ
た
。

(59
)

こ
の
日
の

「大
師
会
」
で
は
、
「応
挙
館
」
に
益
田
孝
が
斎
宮
女
御
を
、

同
奥
八
畳
の
間
に
は
益
田
英
作
が
坂
上
是
則
を
、
そ
し
て

「為
楽
庵
」
に
は
伊

丹
信
太
郎
が
紀
友
則
の
歌
切
を
掛
け
て
い
る
。

(60
)

「光
悦
会
」
の
発
足
と
そ
の
後

の
活
動
に
つ
い
て
は
小
田
栄

一
他
編

『光

悦
会
の
歩
み
』
(光
悦
会
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
)
に
詳
し
い
。

(61
)

前
掲

『茶
道
人
物
辞
典
』、

一
六
〇
頁

(62
)

前
掲

『茶
会
漫
録
』
第
八
集
、

一
八
○
～

一
八
二
頁
、
前
掲

『大
正
茶
道

記
』

一
、
二
九
三
～
二
九
五
頁

(63
)

前
掲

『大
正
茶
道
記
』

一
、
二
九
四
頁

(64
)

藤
田
美
術
館
編

『藤
田
美
術
館
名
品
図
録
』
(日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和

四
十
七
年
三
月
)
に
は

〈単
色
図
版
〉
と
し
て
こ
の
色
紙
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

(図
録
漁
隴
)
が
、
そ
こ
に
は

「重
文

十
五
番
歌
合
断
簡

(素
性
)
世
尊
寺

伊
房
筆
」
と
あ
る
。

(65
)

前
掲

『大
正
茶
道
記
』

一
、
二
九
四
頁

(66
)

前
掲

『茶
会
漫
録
』
第
八
集
、

一
八
二
～

一
八
四
頁
、
前
掲

『大
正
茶
道
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茶道 と恋歌(二)

記
』

一
、

二
九

六
～

二
九

七
頁

(
67
)

田
山

信

郎

『蘭

葉

集
』

(便

利

堂

、
昭

和

十

八
年

三

月
)

に
は
、

こ

の
掛

物

の

モ
ノ

ク

ロ
写

真

が

収

め
ら

れ

て

い
る

(図

録

恥

9
)
。

田
山

に

よ

る
付

録

解

説

に
、

「京

都

林

新

助

氏

蔵
」

と

あ

る

か
ら

少

な

く

と

も

こ

の
時

ま

で
林

が

所

有

し

て

い
た

こ

と
が

確

認

で
き

る

(
四
頁

)
。

ち

な

み

に
第

一
首

目
、

第

五
句

は

「
し

た
も

へ
を

せ
む
」
が

正

し

い
。

(
68
)

前

掲

『
茶
会

漫
録

』
第

八
集

、

一
八

三
頁

(
69
)

前

掲

『
大
正

茶
道

記
』

一
、

二
九

六
頁

(
70
)

津

村

正

恭

著

・
早

川
純

三
郎

編

『
譚

海
』
、
国

書

刊

行

会

、
大

正

六
年

六

月

、

三
六

三
頁

(
71
)

藤

岡

幸

二
編

『松

風

嘉

定

』
、
藤

岡

幸

二
、
昭

和

五

年

一
月

。

そ

の
他

に

管

見

で

は
、
前

掲

『
大

正
茶

道

記
』

一
、

六

二
三

頁

の
注

や
、

高
橋

義

雄

『近

世

道

具
移

動

史

』

(慶

文

堂

書

店
、

昭

和

四
年

十

二

月
、

四

三

七
～

四

三

八
)

に
略

伝
が

記

さ
れ

て
い
る
。

(72
)

内

山

豊

男

「聴

松

庵

大

人

の
お

ん

事
」

(前

掲

『
松

風

嘉

定

』
第

四
編

追

懐
、

三

二
～

四

二
頁

)

(73
)

野

村

美
術

館

学

芸

部

「
〈
翻

刻

〉
野

村

得

庵

茶

会

記

(
五
)
」

『
野

村

美

術

館
紀

要
』

第
十

二
号

、
平

成
十

五
年

三
月

、

一
〇

三
～

一
〇

四
頁

(74
)

こ

の
掛
物

は
世

に

「
吉

野
切

」

と

い
わ
れ

る
も

の

で
あ

る
。
伊

井

春
樹

編

『
古

筆

切
資

料

集

成
』

巻

四

(思

文

閣
出

版

、

平
成

二
年

六
月

、

一
九

〇
頁

)

に
は
、

こ

の
色

紙

の
歌

が
紹

介

さ

れ

て
お

り
、

同
時

に

「
『
松

風
聴

松

庵

氏

遺

愛
品

入
札

目

録
』

(京
都

)

昭
和

四

年

一
月

二
十

一
日
」

と

い
う

記
述

が

あ

り
、

確

か

に
松

風
が

所
有

し

て

い
た
も

の
で
あ

る

こ
と

が

わ

か
る
。

伊
井

春

樹

「
伝

後

醍

醐

天
皇
筆

吉

野

切
」

(
『語

文
』

四
十

七

号
、

大

阪
大

学

文
学

部

国
文

学

研

究
室
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
)
に
よ
れ
ば
、
他
に

『上
京
神
田
氏
所
蔵
品
入
札

目
録
』
と

『遠
藤
千
胤
遺
稿
集
』
に
こ
の
色
紙
の
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
『上
京
神
田
氏
所
蔵
品
目
録
』
は
、
大
正
六
年
十
二
月
三
日
に
京
都
美
術

倶
楽
部
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
入
札
に
関
す
る
目
録
で
あ
る
。
札
元
は
京
都
の

骨
董
商
林
新
助
で
あ

っ
た
。
時
期
的
に
見
て
こ
の
時
の
入
札
で
松
風
は
こ
の
色

紙
を
手
に
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(75
)

村
上
順
二
編

『野
村
得
庵
』
本
伝
上

・
下

・
趣
味
篇
、
野
村
得
庵
翁
伝
記

編
纂
会
、
昭
和
二
十
六
年

一
月

(76
)

前
掲

『野
村
得
庵
』
趣
味
篇
、
三
～
四
頁

(77
)

藪
内
紹
智

「野
村
得
庵
と
藪
内
流

△

〉
茶
人
集
団

『篠
園
会
』
」
『碧

雲
』
創
刊
号
、
野
村
碧
雲
会
、
昭
和
六
十
年
三
月
、
六
頁

(78
)

前
掲

『野
村
得
庵
』
趣
味
篇
、
四
七
五
～
四
七
六
頁

(79
)

「吉
野
切
」
に
つ
い
て
は
、
小
松
茂
美

『小
松
茂
美
著
作
集
』
第
二
十
四

巻

(旺
文
社
、
平
成
十
二
年
三
月
)
所
収

「恋
部
集
」
(五
五
三
～
五
七
四
頁
)

に
詳
し
い
。

(80
)

吉
野
は
も
と
よ
り
、
隅
田
川
も
岡
山
鳥

の

『江
戸
名
所
花
暦
』
(文
久
十

年

△

八
七
〇
〉
刊
)
に

「墨
田
川
は
江
戸
第

一
の
花
の
名
所
」
と
あ
る
通
り

桜
の
名
所
で
あ
る
。
ま
た
、
花
筏
は
、
筏
に
桜
の
花
弁
が
か
か
り
、
水
の
上
を

流
れ
て
い
く
紋
様
で
あ
る
。

(81
)

松
風
邸
は
大
正
三
年
、
建
築
家
武
田
五

一

(
一
八
七
二
～

一
九
三
八
)
の

設
計
に
よ
る
洋
風
建
築
で
あ
る
。
東
山
区
清
水
に
あ
り
、
現
在
は

「順
正
」
と

い
う
料
亭
に
な
っ
て
い
る
。
京
都
の
モ
ダ
ン
建
築
の

一
つ
で
現
在
国
の
登
録
文

化
財
と
な
っ
て
い
る
。

(82
)

長
谷
川
時
雨
著

・
杉
本
苑
子
編

『近
代
美
人
伝
』
(上
)、
岩
波
文
庫
、
平
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成
三
年
七
月

(第
五
刷
)、
二

一
頁

(83
)

野
崎
広
太

『ら
く
が
き
』、
宝
文
社
、
昭
和
六
年
六
月

(84
)

山
下
亀
三
郎

『沈
み
つ
浮
き

つ
』
、
四
季
社
、
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
、

四
八
～
五
二
頁
。
山
下
は
世
間
で
も
有
名
な
別
荘
好
き
で
あ
っ
た
か
ら
山
縣
に

紹
介
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

(85
)

前
掲

『茶
会
漫
録
』
第
十
集
、
大
正
十
二
年
八
月
、
三

一
～
三
八
頁

(86
)

こ
の
歌
は

『拾
遺
和
歌
集
』
で
は
二
句
目
が

「お
つ
る
水
上
」
と
な

っ
て

い
る
の
で
、
出
曲
ハと
し
て
は

『拾
遺
抄
』
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

(87
)

前
掲

『茶
会
漫
録
』
第
十
集
、
三
三
頁

(88
)

山
縣
の
歌
が
趣
味
の
域
に
留
ま
ら
な

い
こ
と
は
、
そ
の
伝
記

(徳
富
蘇
峰

『公
爵
山
県
有
朋
伝
』
や
坂
本
箕
山

『元
帥
公
爵
山
縣
有
朋
』
等
)
な
ど
に
よ

っ
て
有
名
で
あ
る
。
特
に
彼
の
歌
が

『現
代
短
歌
全
集
』
に
数
あ
る
歌
人
の
中

か
ら
選
ぼ
れ
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
歌
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
証

左
と
な
ろ
う

(井
上
通
泰

『現
代
短
歌
全
集
』
第
二
巻
、
改
造
社
、
昭
和
五
年

七
月
所
収

「山
縣
有
朋
集
」)。

(89
)

こ
の
茶
杓

の
銘

「窓
月
」
は
歌
銘

で
あ
り
、
茶
杓
の
筒
に
山
縣
が
歌
を
書

き
付
け
て
い
る
。
歌
は

「浮
雲
の
い
つ
し
か
晴
れ
て
こ
の
夕
窓
に
入
来
る
月
の

影
か
な
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
野
崎
は

「惟
ふ
に
是
れ
七
年
前

の
遺
詠
に
し

て
今
や
既
に
こ
の
人
亡
し
、
寔
に
人
の
身

は
秋
の
月
の
波
に
宿
れ
る
影
の
如
く
、

常
住
不
変
の
も
の
な
ら
ず
、
そ
の
命
は
手

に
む
す
ぶ
水
に
宿
れ
る
月
影
の
如
く
、

有
る
か
無
き
か
の
憐
れ
果
敢
果
な
き
限
な
れ
や
」
と
い
う
感
想
を
洩
ら
し
て
い

る

(前
掲

『茶
会
漫
録
』
第
十
集
、
三
八
頁
)。

(90
)

『益
田
信
世
氏
所
蔵
品
入
札
』、
東
京
美
術
倶
楽
部
、
大
正
十
三
年
十
月

(91
)

故
団
男
爵
伝
記
編
纂
委
員
会
編

『
男
爵
団
琢
磨
伝
』
下
巻
、
非
売
品
、
昭

和

十

三
年

一
月
、

三
六

八
頁

(
92
)

前

掲

『
大
正

茶
道

記
』

二
、

六

五
七
～

六

六

二
頁

(
93
)

前

掲

『大

正
茶

道

記
』

二
、

六

五

八
頁
。

同
様

の
記
述

が

前

掲

『
男
爵

団

琢

磨
伝

』
下

巻
、

三

七

八
～

三

八

八
頁

に
も
見

え

る
。

(
94
)

前

掲

『
大

正
茶
道

記
』

二
、

六

五
七
～

六

六

二
頁

(
95
)

前

掲

『大

正
茶
道

記
』

二
、

六

五
九
頁

(
96
)

前

掲

『男
爵

団
琢

磨
伝

』

下
巻
、

三

七
五
頁

(
97
)

初

釜
、

名
残

の
茶

な
ど

時
期

が

決

ま

っ
て

い
る
場
合

に

は
、

そ

れ

に

ふ
さ

わ

し

い
季
節

の
掛
物
が

掛

け
ら

れ

る

ケ
ー

ス
が
多

い
。

(
98
)

こ

の
会

は
益

田
孝
が

関

東
大

震

災
後

、

一
時

名
古

屋

に
移

住

し

た

の
が

き

っ
か
け

で
生

ま

れ

た
会

で
あ

る
。

メ

ン
バ

ー
は

一
宮

在
刈

安
賀

の
森

川
勘

一
郎

(如

春
)
、

中

島

郡
祖

父
江

町

の
山

内

茂
樹

(飽

霜

軒

)
、
中

区

蛭

子

町

岡

谷

清

治

郎
、

中

区

納

屋

町

高

松

定

一

(即

是

)
と

粕

谷

の
五

名

で
あ

っ
た

(前

掲

『大

正
茶
道

記
』

二
、

五

一
六
頁

)
。

(
99
)

前
掲

『大

正
茶

道
記

』

三
、

三
九

四
頁

(
㎜
)

前
掲

『茶

会
漫

録
』

第
十

二
集

、

一
七
〇

頁

(101
)

名

古

屋
商

工
会

議

所

編

『
名
古

屋
商

工
会

議

所

五
十

年

史
』
、
非

売

品

、

昭
和

十

六
年

二
月
、

付
録

「役

員
表

」

に
よ
る
。

(201
)

大

塚
松

蔭
編

『名

古

屋
肥

料

雑
穀

問

屋

組
合

沿

革
史

』
前

編
、

同

組
合

事

務
所

、

昭
和

四
年

(301
)

前
掲

『大

正
茶

道
記

』

三
、

三
九

三
～

三
九

七
頁

(
401
)

た
だ

し
、

『古

今

和

歌
集

』

で

は

一
首

目

の
歌

と
、

そ

の
前

の
歌

に
左

注

が

あ

る
。

そ
れ

に
よ

る
と
、

一
首

目

は
帝

(
天
皇

)
が

近

江
采

女

に
与

え

た
歌

の
返

し

で
あ

る
と

い
う

。
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茶道と恋歌(二)

(
501
)

前

掲

『
昭
和

茶
道

記
』

一
、

平
成

十

四
年

三
月
、

一
八

四
～

一
九

一
頁

(
601
)

桂

本

万
葉

集

に

つ

い

て

は
、
前

掲

『
小

松

茂

美

著

作

集
』

第

二
十

二
巻

(平
成

十
年

五
月

)
第

五
章

第

一
節

「桂

宮

本

万
葉

集

に

つ
い

て
」

(七

五
～

一

二
〇
頁

)

に
詳

し

い
。

(
701
)

前

掲

『
昭
和

茶
道

記
』

一
、

一
八
六
頁

(
801
)

前

掲

『
大

正
茶

道

記
』

一
、

六
〇

四
～

六

二
四
頁

。
他

に
論

稿

と

し

て
矢

ヶ
崎
善

太
郎

「東

山
大

茶

会

の
会

場

と

な

っ
た
建

築

・
庭

園

の
所

在
地

と
造
営

時

期
-

東
山

大
茶

会

に
見

る
近
代

数

寄
空

間

の
研
究

1
」

(
『
日
本
建

築

学

会
計

画

系
論

文

集
』

第

五

一
五

号
、

日
本

建
築

学

会

、
平

成
十

一
年

一
月

)
が

あ

る
。

(
901
)

村

上

文
芽

「茶

に
親

し
む

人

々
-
二
十

一

今
井

八
方
氏

」

『茶

道

月

報
』

一
九

五
号
、

茶
道

月
報

社
、

昭
和

二
年

三
月

、

二

二
頁

(
011
)

前

掲

『
裏
千

家

淡

々
斎
遺

芳
集

』
第

二
巻

、
九

一
～

九

二
頁

(
m
)

二
句

目

は

「
い
か

に
待

ち
み

ん
」

の
誤

り

で
あ

る
と

思
わ

れ

る
。

(
211
)

森

暢
編

『新

修

日
本

絵
巻

物
全

集
』

第
十

九
巻

、
角

川
書

店
、

九

九
頁

(
311
)

前

掲

『
新
修

日
本
絵

巻
物

全
集

』
、

九

二
頁

(
411
)

前

掲

『
三
十

六
歌

仙
絵

巻

の
流
転

』
、

九

三
頁

(
511
)

森

暢

「
歌

仙

絵

拾

遺

ー
慶

運

本

と

藤

房

本

1

」

『古

美

術

』

七
〇

号

、

三

彩

社
、

昭
和

五
十

九
年

四

月
、

八
五
頁

(
611
)

森

暢

『歌

合

絵

の
研

究

歌
仙

絵

』
、
角

川

書

店

、
昭

和

五
十

三
年

六

月

(再
版

)
、

三

二
頁

(
711
)

茶

入

に
如

心
斎
箱

書

の
朝
鮮

唐

津

を
、
茶

碗

に
は
宗

入
作

如

心
斎

箱

書

の

赤

楽

を
、

そ

し
て
茶
杓

に
は
吸

江
斎
作

の
茶

杓

を
用

い
て

い
る
。

(
811
)

前

掲

『
三
十

六
歌

仙
絵

巻

の
流
転

』
、

一
〇

七
頁

(
911
)

道

具

商

は
勿

論

の
事

、
佐

々
木

三
味

が

い
う

よ
う

に
淡

々
斎

も

「
根

っ
か

ら
の
道
具
好
き
」
で
あ

っ
た
か
ら
淡
々
斎
も
売
手
候
補

の
一
人
で
あ

っ
た
か
も

し
れ
な
い

(佐
々
木
三
味

『茶
の
道
五
十
年
』、
淡
交
社
、
昭
和
四
十
五
年
四

月
、
二
五

一
頁
)

(021
)

前
掲

『茶
の
道
五
十
年
』、
四
八
頁

(121
)

「長
生
会
」
は
、
毎
月
交
代
に
当
番
と
な
り
席
を
設
け
る
会
で
あ

っ
た
。

昭
和
二
年
当
時
の
会
員
は
野
村
徳
七
、
大
村
彦
太
郎
、
平
井
仁
兵
衛
、
中
沢
利

八
、
松
尾
喜
七
、
塚
本
与
三
次
、
今
井
貞
次
郎
、
大
木
喜
平
次
、
初
田
甚
吉
、

奥
谷
秋
石
、
日
比
野
芳
太
郎
、
宮
本
儀
助
、
藤
本
久
兵
衛

の
諸
子
で
あ
り
、
客

員
と
し
て
大
谷
尊
由
、
梅
上
尊
融
、
湯
浅
七
左
衛
門
が
い
た
と
い
う
。

「蜂
庵
会
」
は
、
太
秦
広
隆
寺
に
蜂
庵
の
建
設
さ
れ
た
大
正
十
三
年
の
秋
に

出
来
た
も
の
で
大
谷
尊
由
、
野
村
徳
七
、
今
井
貞
次
郎
、
湯
浅
七
左
衛
門
、
長

瀬
伝
三
郎
、
井
上
利
助
、
山
口
源
兵
衛
、
松
尾
喜
七
、
宮
本
儀
助
、
中
沢
利
八
、

平
井
仁
兵
衛
、
梅
上
尊
融
、
大
村
彦
太
郎
諸
子
が
会
員
と
し
て
名
を
つ
ら
ね
、

顧
問
と
し
て
藪
内
紹
智
が
い
た
。
春
秋
二
回
釜
を
か
け
て
数
寄
者
を
招
待
し
た

と
い
う

(前
掲

『茶
道
月
報
』

一
九
五
号
、
三
〇
～
三

一
頁
)。

そ
の
他
、
松
尾
喜
七
の
名
は
、
石
田
旭
山
編

『京
都
名
所
案
内
図
会
』
(明

治
二
十
年
六
月
)
「鹿
子
商
之
部
」
(三
十
九
丁
)
に

「
五
条
柳
馬
場
東
入
ル

松
尾
喜
七
」
と
み
え
る
他
、
高
橋
敬
編

『京
阪
十
大
家
名
誉
録
』
(明
治
二
十

七
年
四
月
)
「鹿
子
商
」
(
=
二
頁
)
に
同
様
の
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

松
尾
が
京
都
を
代
表
す
る
鹿
の
子
商
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(221
)

「全
国
多
額
納
税
者

一
覧
」
『講
談
倶
楽
部
』
第
二
十
四
巻
第

一
号
付
録
、

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
昭
和
九
年

一
月
、
九
八
頁
。
納
税
額
は
昭
和
八
年
十

月
現
在
の
も
の
で
、
東
京
尚
文
社
の
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(321
)

前
掲

『裏
千
家

淡
々
斎
遺
芳
集
』
第
二
巻
、

一
七
三
～

一
七
五
頁
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(
421
)

内

藤

尭

宝

・
有

尾

佐
治

編

纂

『香

雪

斎

蔵

品
展

観

図

録

』
、
藤

田
男

爵

家

什

器
係

、

昭
和
九

年

三
月

。
解

説

に
は
掛
物

の
伝

来

な
ど

に

つ
い

て

の
記

載

は

一
切

な
く
、

た
だ
訳
文

と
肖

柏

の
略
伝

が
記

さ

れ

て

い
る

の
み
で
あ

る
。

(
521
)

重

餅

形

の
伊

賀

を
水

指

に
、

そ

し

て
茶

入

に

は
蟀

啄

斎

箱

書

の
銘

「宮

柱

」

と

い
う
黒

の
楽
茶

碗

を

用

い
て

い
る
。

い
ず

れ
も

新
席

を
祝

う
気

持

ち

を

表

現

し

た
も

の
で
あ

る
。

(
621
)

淡

交

新

社

編

集

部
編

『無

限

の
譜

淡

々
斎

宗

室

宗

匠

追

悼

録

』
、
淡

交

新

社
、

昭
和

三
十

九
年

十

一
月
、

=
二
八
頁

(
721
)

前

掲

『
無
限

の
譜

淡

々
斎

宗
室

宗
匠

追
悼

録
』

(
821
)

『
比
翼

集

無

限
斎

・
清

香
院

の
ふ
ま

れ

し
道
』
、

淡
交

社

、
平

成

九
年

十

月
(
921
)

茶

道

資

料

館

編

『無

限

斎

・
清

香

院

の
遺

芳
』
、
今

日
庵

、
昭

和

六
十

一

年

九
月

(
031
)

『裏

千

家

淡

々
斎
遺

芳

集
』

第

一
巻

(器

物

・
茶

室

編
)
、

昭

和

四

十
年

十

一
月
、

同
第

二
巻

(自
会

記

・
他

会
記

編

)
昭

和

四
十

一
年

十

二
月
。

い
ず

れ
も
淡

交
新

社

よ
り
発

行
。

(
131
)

前

掲

『
裏
千

家

淡

々
斎
遺

芳
集

』
第

二
巻

、

二
三

六
～

二
四
〇

頁

(
231
)

『
和
比
』

第

四
巻
第

六
号

、

わ
び
社

、

昭
和
十

五
年

六

月
、

三
六
頁

(
331
)

前

掲

『
和
比

』
、

四

二
頁

(
431
)

前

掲

『
茶

の
道

五

十
年

』
、

一
六
〇

頁
。

『
集
古

十

種
』

は
松

平

定

信
が

編

纂

し

た
名

物
集

で
あ

る
。
寛

政

十

二
年

(
一
八
○
○

)
刊

。

そ

こ

で
は

こ

の
色

紙

の
持

主

は
中
川

家

と

な

っ
て
い

る
。

中

川
家

は
豊

後

国

岡
藩

の
大
名

家

で
あ

る
。
小

松

茂
美

に
よ

る
と

、

こ

の
色

紙

は

『
集
古

十

種
』

の
他

、

『
江
戸

拾

遺

』

と

い
う
書
物

に
も

「
平

井
家

蔵
」

と

な

っ
て

い
る
と

い
う
。

ま

た

こ

の
色

紙

は

大

正

六
年

九
月
十

七

日

の
本

荘

子
爵

家

入
札

(於

東

京
美

術

倶
楽

部

)

に
お

い

て

一
万
三

百

円

で
落

札

さ

れ

た

と

い
う

(前

掲

『小

松
茂

美

著
作

集

』
第

二
十

四
巻
、

六

〇

八
～

六

一
二
頁

)
。

(
531
)

『
備
前

老

人

物

語
』

に

は
利
休

が

「
小
倉

色

紙
」

の
茶

会

に
出

席

し

た
時

の
様

子
が

記
さ

れ

て

い

る
。

こ

の
時

の
色

紙

は

「
ほ

と

と
ぎ

す

な
き

つ
る

か
た

を

な
が

む

れ

ぽ

…
…

」

で
あ

っ
た
。

尚

、

『淡

々
斎

茶

会

記

』

に

は

こ

の
色

紙

が

「利

休

居

士

か
ら
津

田
宗

及

に
伝
来

」

と
あ

り
、

こ

の

「
小
倉

色
紙

」

が

利

休

に
ま

つ
わ

る
由

来

を

も

つ
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
が

わ

か

る
。

た
だ

し

こ

の
伝

承

の
出

典

は
わ

か
ら

な

い
。

(
631
)

筆

者

は
前
論

稿

で
利

休

二
百
五

十

回
忌

(
4
)
に
用

い
ら

れ

た
恋
歌

の
掛
物

は
、
恋

歌

と
意
識

し
な

い
で
掛

け

ら
れ

た
旨

の

こ
と
を

述

べ

た
。

し

か
し
、
利

休

二
百

二
十

回

忌

(
3
)
、

三

百

五
十

回
忌

(
20
)

の
際

に
は
、
恋

歌

と

い
う

こ
と

を
意
識

し
て
故

意

に
用

い
ら
れ

た

も

の
と
考

え

ら

れ

る
。

そ
れ

か
ら

推

す

と
、
利

休

の
二
百

五
十

回

忌
も

恋

歌

と

い
う

こ
と

を
知

り
な
が

ら
用

い
た
可
能

性

の
方

が
高

い
と
思

わ

れ

る
。

し

た
が

っ
て
以
後

は
、

4

の
茶

会

も
恋

歌

を
追

善

の
意

味

を
表

す

た
め

に
用

い
ら
れ

た
恋

歌

で
あ

っ
た

と
判

断

し
、
論

を

進

め

る

こ
と

に
す

る
。

(
731
)

谷

端

昭

夫

『
近

世

茶
道

史

』

(淡
交

社

、
昭

和

六
十

三
年

十

二

月
)
第

二

章

第

一
節

四

「
品
宮

常

子
内

親

王

1
女

性

と
茶

の
湯

(
一
)
」
。
常

子
内

親

王

と

そ

の
日
記

『
无
上

法
院

殿

御

日
記
』

に
関

し

て

は
、

瀬

川
淑

子

『
皇

女
品

宮

の

日
常

生

活

1

『
无

上

法
院

殿

御

日

記
』

を

読

む
』

(岩

波
書

店

、
平

成

十

三
年

一
月
)

に
詳

し

い
。

こ

の
他
当

時

、

公
家

社
会

の
女
性

た
ち
が

茶

会

に
参

加

し

た

り
、
あ

る

い
は
催

し

た

り

し

た

こ
と

が

籠

谷

真

知

子

『
女

性

と

茶

の
湯

』

(淡

交

社

、
昭

和

六

十

年

一
月

)

に

も

記

さ

れ

て

い

る

(
一

一
九
～

一
二

三
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茶道と恋歌(二)

頁
)
。

(
831
)

村

井

康

彦

『利

休

七

哲

・
宗

旦

四
天

王

』
、
淡

交

社

、

昭

和

四

十

四
年

十

一
月
、

二
二
六
頁

(
931
)

『
め
ざ

ま

し
草

』

は
、
近

世

文
学

書

誌
研

究

会

編

『近

世

文

学
資

料

類
従

』

仮

名

草

子

編

(十

一
)

(勉
誠

社

、

昭
和

四
十

八
年

七

月
)

に
影
印

版

が

あ

る

他

、
守

随
憲

治

編

『近

世
国

文

学
』

第

一
輯

(千

歳
書

房

)

に
活
字

翻

刻

さ

れ

て

い
る
。
該

当

箇

所

は
、
前

者

で

は
三

二

四
頁

に
、
後

者

で
は
、

二

三
頁

に
あ

る
。

(041
)

早

川
純

三

郎
編

『近

世

文
芸

叢

書
』

第
十

、

国
書

刊

行
会

、
明

治

四
十

四

年
九

月

、

三
九

八
頁

。

こ

こ

で
言

う

「
む

か

し
」
が

い

つ
頃

を

指

す

か

は
定

か

で
は
な

い
が
、

恐

ら
く

漠
然

と
元
禄

、

あ

る

い
は

そ
れ

以
前

の
遊

女

を

指

し

て

い
る

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

(
141
)

潁
原

退

蔵

・
輝
峻

康

隆

・
野

間
光

辰

編

『
定
本

西

鶴
全

集
』

第

十

四
巻

、

中
央

公
論

社
、

昭
和

三
十

八
年

八
月

四
版

、

三

二
〇

頁

(
241
)

早
川

純

三
郎

編

『
徳

川

文
芸

類
聚

』
第

二
、
国

書
刊

行

会
、

大

正

三
年

六

月
、

五

四
三
～

五

四
六
頁

(
341
)

原

田
伴
彦

「
町
人

茶

会
」
林

屋
辰

三
郎

・
永

島

福
太

郎

編

『
図
説

茶

道

大

系

』
第

三
巻

、
角

川
書

店
、

二
五

四
頁

。

(
1
)

原

田
伴

彦

「
風

俗
史

・
経

済
史

か
ら

見

た
茶
道

の
人

脈

」

『
原

田
伴

彦

論

集

』
第

五

巻
、

思
文

閣

出
版

、

昭
和

六
十

一
年

五
月

、

二
三

七
頁

。

こ

こ

に
は
、

先

に
挙

げ

た

『庭

訓

染

匂
車

』
も

「
茶

席
が

男

女

の
恋

愛

の
場

と

し

て
利

用

さ

れ

て

い
る

こ

と

が

示

さ

れ
」

た
例

と

し

て
と

り

あ

げ

ら

れ

て

い

る

(
二

三

七

頁

)
。

(
541
)

『
刀
自

袂
』

に

つ
い

て
は
、
写

本

が

東

京

国

立
博

物

館

、
静

嘉

堂

文

庫

美

術
館

、

京
都

大
学

、

今

日
庵

文
庫

(裏

千
家

)

に
残

さ

れ

て

い
る
他

、
彦

根

城

博
物

館

に
井
伊

直

弼
書

写
本

が

残

さ

れ

て

い
る
。
内

容

等

に

つ
い

て
は
、
前

掲

『
近

世

茶

道

史

』
第

三

章

第

一
節

四

「
大

口

派

の
展

開

-

女

性

と

茶

の

湯

(
二
)
」

の
他
、

谷

端

昭

夫

「
『
刀
自

袂

』

に

み

る

女
性

の
茶

の
湯
」

(
『淡

交

』

第

五

十

七
巻

第

三
号

、
平

成
十

五

年

三
月

)

に
詳

し

い
。
今

、
後

者

の
紹

介

記

事

に
則

し

て
成

立
事

情

に

つ
い
て
述

べ

て
お
く

と
、
著

述

の
き

っ
か
け

は
享
保

六
年

(
一
七

二

一
)

頃
越

後

の
客

人

が
樵

翁

を
訪

れ

、
女

性

用

の
茶
書

が

な

い

の
で
家

へ
の
土
産

と

し

て
そ

れ
を
書

い
て
欲

し

い
と
要

請

さ

れ

た

こ
と

に

よ
る

と

い
う
。

(
641
)

彦

根

城

博
物

館

蔵

『
刀
自

袂
』

に

お
け

る
該
当

部

分

の
記

述

は
、

「
第

一

婦

人

ノ
男

タ

ル
者

二
手

渡

ス

ル

コ
ト
有

ヘ
カ

ラ

ス
茶

碗

モ
下

二
置

テ
渡

ス

ヘ

シ
」
、

「婦

人

ヒ
ト

リ

ハ
呼

ヘ
カ

ラ

ス

女
郎

花

う

し

ろ

め
た

く
も

見

ゆ

る
哉

あ

れ

た

る
宿

に

ひ
と

り
立

れ

と
」

で
あ

る
。
今

後

者

に

つ
い

て

の
み
述

べ

る
と
、

記
述

内
容

か
ら
明

ら

か
な

よ
う

に
、

彦
根

城

博
物

館

本

で
は
婦

人

を
招

く

こ
と

に

つ
い
て

の
み

の
注
意

書

き
が

な
さ

れ

て

い
る
。

と

こ
ろ

が
、

京
都

大

学
蔵

本

の
該

当
部

分

を
見

る
と

女
性

が

亭
主

を

務

め

る
場
合

、

男
性

一
人

を
招

い
て

は

い
け
な

い
と

い
う
内

容

の
記

述

も
見

ら

れ

る
。

つ
ま

り
、

男
女

が

一
対

一

(
一

亭

一
客
)

の
茶
会

を
禁

じ

て

い
る

の
で
あ

る
。
彦

根

城
博

物

館
本

は
京
都

大

学

蔵
本

と
同

内
容

の
も

の
か

ら
、
婦

人

に
関

す

る
注

意
書

き

の
み

を
抜

粋

し

た
も

の
で
あ

る

の
で
、

本

来

は
京
都

大

学
蔵

本

に
記

さ
れ

て
い

る
内

容

の
も

の
で
あ

っ
た

の
は
確

か

で
あ

る
。

ち

な

み

に
、

引

用

歌

は

『古

今

和

歌

集

』
巻

第

四

(秋

歌

上

)

に
収

載

さ

れ

て

い
る
兼

覧

王

(生

年

未
詳

～

九

七

七
)

の
歌

で

あ

る
。
本

来

は
秋

の
歌

で
あ

る

こ

の
歌

を
、

樵

翁

は
女

性

が

入

る

こ

と

で

「嫌

疑

」
が

か

か

る
こ
と

を
戒

め
る
歌

と

し

て
用

い
て

い
る
。
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(741
)

女
性
と
茶
道

の
関
係
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
に
、
前
掲

『女
性
と
茶

の

湯
』
が
あ
る
。
こ
の
中
で
籠
谷
氏
は
、
千
利
休
の
後
妻
宗
恩
が
茶
道
に
通
じ
て

お
り
、
子
の
少
庵
に
手
解
き
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
が
、
そ

の
是
非
に
就
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
証
明

で
き
る
史
料
が
全
く
な
い
状
態
で
あ

る
。
女
性
の
茶
会
参
加
は
、
当
時
は
稀

で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
が
か
、兄
っ
て
恋
歌

忌
避
に
繋
が
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
茶
会
に
参

加
す
る
女
性
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
が
参
会
し
た
と
し
て
も
、
男
性

数
人

(
一
人
以
上
)
の
中
に
女
性
が

一
人
だ
け
と
い
う
構
成
に
な
る
確
率
が
多

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
恋
歌
を
掛
け
た
と
す
る
と
大
口
樵
翁
が
恐
れ
た

「嫌
疑
」
が
か
か
り
易
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
誤
解
を
生
ま
な
い
た
め
に
、

恋
歌
を
忌
避
す
る
よ
う
な
条
項
が
制
定
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
く
。

(841
)

西
山
松
之
助

『家
元
の
研
究
』
『西
山
松
之
助
著
作
集
』
第

一
巻
、
吉
川

弘
文
館
、
平
成
二
年
八
月
第
二
刷
、

一
二
九
～

=
二
〇
頁

(941
)

拙
稿

「恋
歌
の
消
滅
1

『百
人

一
首
』
の
近
代
的
特
徴
に
つ
い
て
」
『日

本
研
究
』
第
二
十
七
集
、
平
成
十
五
年
三
月

(051
)

「茶
禅

一
味
」
観
の
成
立
過
程
と
成
立
要
因
に
つ
い
て
は
、
林
屋
辰
三
郎

他
編

『角
川
茶
道
大
事
曲
ハ』
(角
川
書
店
、
平
成
二
年
五
月
)、
あ
る
い
は
井
口

海
仙
他
監
修

『原
色
茶
道
大
辞
典
』
(淡
交
社
、
昭
和
五
十
年
十
月
)
に
詳
し

い
説
明
が
あ
る
。

(151
)

熊
倉
功
夫

「近
世
初
頭
に
お
け
る
大
名
茶
の
性
格
-
小
堀
遠
州
と
加
賀
前

田
家
」
芳
賀
幸
四
郎
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編

『芳
賀
幸
四
郎
先

生
古
稀
記
念

日
本
文
化
研
究
』、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
五
年
五
月
、

一
八

九
～

一
九
〇
頁

(
251
)

野
村

瑞
典

『定

本

石

州
流

』

五
、

光
村

推
古

書

院

、
昭

和

六
十

年

八

月
、

四
五
頁

(
351
)

小

堀
宗

実

『茶

の
湯

の
不

思
議

』
、

生
活

人
新

書

、
平

成

十

五
年

六
月

、

二

一
二
頁

(1
)

熊

倉
功

夫

氏

は

『茶

の
湯

の
歴
史

i

千

利

休

ま

で
』

(朝

日

選

書
、

平

成

二
年

六
月

)

に
お

い

て
、

『百

人

一
首
』

に
使

わ

れ

た

「
わ

び
」

と

い
う

言

葉

が

い
ず

れ

も
恋

歌

に
使

用

さ
れ

て

い
る

こ

と
を

指

摘

し

た
後

、

「
ど

う

や

ら

わ

.
び

と

い
う
感
覚

は

こ
と

に
恋

と
深

い
縁

が

あ

っ
て
、
恋

が

実

ら
な

い
淋

し
さ
、

無

念

さ

と

い

う
気

分

が

わ

び

で

あ

っ
た
」

と

し

て

い

る

(
=

二

一
～

=

二
二

頁

)
。

ま

た
、
前

掲

『歌

こ
と
ば

歌

枕

大

辞

典
』

の

「
侘

ぶ
」

の
項

に

は
、

そ

の
説
明

と

し

て

「
激

し

い
恋

の
嘆

き

や
苦

悩

の
末

に
、

気

力
が

萎

、兄
て
沈

み

込

む
状
態

を

示

す

の
が

原

義

」
と

あ

り
、

ま

た

「
用

例

の
大

半

は
恋

歌

で
あ

る
」

と

い

っ
た
記
述

が

見

ら
れ

る

(九

八
七
頁

、
中

村

文

氏

執

筆
担

当

)
。

こ
れ

ら

の
事

か
ら

「
わ

び
」

と

い
う
言

葉

が
恋

歌

と
非

常

に
密

接

な
関

係

に
あ

る

こ
と

が

わ

か
る

で
あ

ろ
う
。

た
だ

し
、
熊

倉

功
夫

氏

に
よ

る
と

「
わ

び
」
が

美

意

識

に
昇
華

し
た

と
き

に
、
恋

と

い
う
要

素
が

落

ち

て
し
ま

っ
た
と

い
う
。

そ

の
時

代

は
東

山

時
代

か
ら

天
文

年

間

(
一
五
三

二
～

一
五
五

四
)

頃

に

か
け

て

で
あ

る

と

い
う

(
「
わ

び

と
す

き

」
西

山

松

之
助

他

編

『
歴

史

の
視

点
』

中

巻
、

日

本

放
送

出

版

協

会
、

昭

和

五
十

年

三
月
、

三

一
頁
)
。

ま

た
、

芳

賀

幸

四

郎

氏

が
、

文

政
十

一
年

(
一
八

二

八
)

に
刊
行

さ

れ

た
茶

書

『禅

茶

録
』

(寂

庵

宗

沢
著

)

の

「
そ
れ

わ

び

と

は
、

物

み
な

蹉
毘

し

て
不
如

意

な

る

の
意

な
り
」

と

い
う
用
例

を
引

い
て
説

明

し

た
よ

う

に
、

一
般

に

「
わ
び

茶
」

と

い
う

場
合

の

理

解

と

し

て
は
、

「
物

質

的

に
は
貧

し
く

不
如

意

で
あ

る
が
、

精

神

的

に
は

か

え

っ
て
豊

か

で
如

意

自

在

な

境

涯

で
あ

り
、

ま

た
そ

れ

に
根

ざ

し

た
美

の
こ
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と

」

と
さ

れ

て

い
る

(
『
わ

び
茶

の
研

究

』
、
淡

交

社
、

昭
和

五

十

三
年

二
月
、

四

九

頁
)
。

そ

し

て
こ

れ

に
順

ず

る
も

の
が

多

い
。
だ

が
、

た
と

え

そ

れ
が

物

質
的

な

「
不
如

意

」
を

意
味

す

る
と

し

て
も
、
千

家

流
茶

道

が
標

榜

し

て
き

た

「
わ

び

茶
」

の
本

質

と

は
、
茶

道

具

な

ど
表

面

的

な

物

質

の

「
不

如

意
」

で

は

な

く

(勿

論
視

覚
的

に
は

そ

の
よ

う

に
映

る

し
、

そ

の
よ
う

な
意

味

も
含

有

さ

れ

て

い
る

の

で
あ

ろ

う
が

)
、

利
休

と

い
う

存

在

の

「
不
如

意

」

に
あ

る

の

で

は

な
か

ろ
う

か
。

(
551
)

谷
川
徹

三

『茶

の
美

学
』
、

淡
交

社
、

昭
和

五
十

五
年

十

月
再
版

(
651
)

藤
原

銀
次

郎

述

・
石

山
賢

吉

記

『
思

い
出

の
人

々
』
、
ダ

イ

ヤ

モ
ン
ド
社

、

昭
和

二
十

五
年

四
月
、

三
～

六
頁

茶道と恋歌(二)
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