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は
じ
め
に

　

こ
の
報
告
書
は
、
二
箇
年
に
亘
り
三
徳
庵
の
助
成
を
受
け
た
宗
湛
日
記
の
研
究
の
最
終
報
告
で
あ
る
。
内
容
に
は

昨
年
提
出
し
た
中
間
報
告
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
逆
に
前
回
の
報
告
以
後
微
調
整
を
行
っ
た
所
も
あ
る
の
で
、

研
究
の
概
要
を
総
括
的
に
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

本
研
究
は
、
お
よ
そ
十
年
前
か
ら
有
志
が
任
意
に
集
ま
っ
て
開
い
て
き
た
「
宗
湛
日
記
を
読
む
会
」
か
ら
出
発
し

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
茶
道
古
典
全
集
第
六
巻
所
収
の
『
宗
湛
日
記
』（
活
字
本
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
み
進
め

て
き
た
の
で
あ
る
が
、
な
か
に
理
解
が
困
難
な
部
分
が
見
出
さ
れ
、
も
っ
と
多
く
の
史
料
を
収
集
し
、
広
範
な
比
較

研
究
を
行
う
必
要
を
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
へ
今
回
の
助
成
を
受
け
る
幸
運
に
恵
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

一
方
、
そ
の
頃
か
ら
会
員
に
入
れ
替
わ
り
が
あ
っ
て
現
在
の
五
名
が
固
定
し
、
史
料
博
捜
が
可
能
な
態
勢
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
ほ
ど
多
数
の
古
写
本
（
コ
ピ
ー
）
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
反
面
、
こ
れ

ま
で
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
史
料
の
選
択
や
、
文
献
批
判
等
、
い
わ
ゆ
る
書
誌
学
的
研
究
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
必
然
的
に
、
宗
湛
日
記
に
記
述
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
諸
問
題
の
研
究
、

解
明
は
、
進
行
が
や
や
鈍
化
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

か
か
る
実
情
を
踏
ま
え
、
こ
の
報
告
書
で
は
、
全
体
を
二
部
に
分
け
た
。
第
一
部
で
は
、
こ
の
二
年
間
に
会
員
全

体
が
ど
ん
な
研
究
作
業
を
行
っ
て
き
た
か
、
言
う
な
れ
ば
研
究
の
業
績
報
告
を
行
い
、
続
く
第
二
部
で
は
、
宗
湛
日

記
を
読
ん
で
得
ら
れ
た
多
く
の
研
究
テ
ー
マ
の
う
ち
か
ら
主
要
な
も
の
を
取
り
上
げ
て
研
究
の
現
状
を
報
告
す
る
こ

と
と
し
た
。
但
し
こ
の
中
に
は
、ま
だ
会
員
全
体
の
同
意
に
至
っ
て
い
な
い
事
項
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、主
と
な
っ

て
研
究
を
推
進
し
た
会
員
の
名
を
文
末
に
記
し
て
お
い
た
。

第
一
部　

総
論

　

一
、
史
料
の
収
集　
　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
駆
使
し
て
全
国
の
図
書
館
や
公
文
書
館
、
或
い
は
研
究
機
関
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
宗
湛
日
記
の
古
写
本
を
求
め
、多
く
の
回
答
を
得
、そ
の
コ
ピ
ー
を
入
手
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
し
か
し
、

個
人
等
、
私
的
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
物
件
に
つ
い
て
は
、
全
く
手
が
か
り
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
、三
の
所
有
者

に
は
直
接
連
絡
し
て
み
た
が
、
良
い
返
事
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
多
数
の
史
料
が
集
積
出
来
た
場
合
、
文
献
を
扱
う
者
と
し
て
は
、
ど
れ
が
原
本
で
あ
る
か
、
も
し
く

は
原
本
に
近
い
か
、
と
い
う
詮
索
に
第
一
の
興
味
が
行
く
の
が
常
で
あ
ろ
う
。
今
回
も
当
初
は
、
書
写
年
代
の
新
し

い
も
の
を
除
外
し
て
い
た
。
し
か
し
、
宗
湛
日
記
の
場
合
は
、
奥
書
に
現
わ
れ
た
年
代
が
、
古
い
も
の
で
も
元
禄
三

年
で
あ
り
、
続
い
て
は
明
和
・
安
永
な
ど
一
八
世
紀
後
半
で
あ
り
、
以
後
幕
末
か
ら
明
治
或
い
は
そ
れ
以
降
と
、
比

較
的
新
し
く
、
か
つ
そ
れ
ら
の
年
号
が
そ
の
史
料
の
実
年
代
を
示
し
て
い
る
か
は
定
か
で
な
い
。
又
、
得
た
資
料
が

ほ
と
ん
ど
コ
ピ
ー
で
あ
る
と
い
う
制
約
も
あ
っ
て
、
筆
跡
に
よ
る
判
断
も
ま
ま
な
ら
ぬ
状
態
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、

収
集
し
得
た
史
料
は
、
そ
の
数
こ
そ
多
数
で
あ
っ
た
が
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
、
飛
び
ぬ
け
て
史
料
価
値
の
高
い
も

の
は
見
出
せ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
最
初
は
捨
て
ら
れ
て
い
た
史
料
も
順
次
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

　

こ
う
し
て
収
集
で
き
た
史
料
を
眺
め
て
み
る
と
、
記
述
の
発
端
が
天
正
十
四
年
で
あ
る
こ
と
は
共
通
す
る
が
、
末

尾
の
年
代
が
、
天
正
末
年
、
慶
長
四
（
又
は
五
）
年
、
あ
る
い
は
慶
長
末
年
と
様
々
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
又
、

収
録
期
間
の
最
も
長
い
も
の
に
だ
け
、
献
立
日
記
と
見
聞
書
が
付
属
し
て
い
る
と
い
う
事
実
も
判
明
し
た
。
こ
の
よ

う
な
観
察
を
基
に
作
成
し
た
一
覧
表
が
付
表
１
で
あ
る
。

日
記
本
体
と
献
立
日
記
、
見
聞
書
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。
そ
も
そ
も
、
日
記
本
体
は
、
大
部
分
宗

湛
が
京
都
、
大
坂　

堺
、
あ
る
い
は
地
元
九
州
で
招
か
れ
た
茶
会
に
於
け
る
道
具
の
有
様
、
即
ち
飾
付
を
記
し
た
記

録
で
あ
る
。
一
方
、
献
立
日
記
は
、
そ
の
茶
会
の
一
部
と
し
て
振
舞
わ
れ
た
料
理
の
記
録
で
あ
っ
て
、
彼
我
一
連
の

記
録
と
し
て
相
応
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
次
に
見
聞
書
と
は
何
か
と
云
え
ば
、
こ
れ
も
宗
湛
が
呼
ば
れ
た
茶
会
に
於
け

る
亭
主
の
所
作
を
見
た
ま
ま
、
聞
い
た
ま
ま
克
明
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
広
義
の
茶
会
記
に
入
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
宗
湛
日
記
は
、
日
記
、
献
立
日
記
、
見
聞
書
の
三
部
構
成
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
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あ
る
。
既
に
茶
道
古
典
全
集
本
に
も
、
そ
の
末
尾
に
、
九
件
の
見
聞
書
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
今
回
の
調
査
で
、
二

種
の
写
本
か
ら
百
三
十
件
近
い
見
聞
記
録
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
回
の
研
究
の
最
も
大
き
な
収
穫
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
多
く
の
写
本
が
如
何
な
る
経
過
を
経
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
か
、
写
本
の
系
統
図
が
で
き
な
い
も

の
か
、
あ
る
い
は
せ
め
て
グ
ル
ー
プ
分
け
で
も
で
き
な
い
か
、
猶
調
査
す
べ
き
こ
と
は
多
い
。

　

二
、
関
連
資
料
の
調
査　
　

博
多
、
名
古
屋
、
大
阪
そ
の
他
を
訪
れ
て
、
各
写
本
に
関
連
す
る
資
料
を
求
め
た
。

そ
の
結
果
、
博
多
の
地
方
史
家
で
宗
湛
日
記
が
日
記
、
献
立
日
記
、
見
聞
書
の
三
部
構
成
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た

研
究
者
が
す
で
に
幕
末
明
治
期
に
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
国
会
図
書
館
本
の
筆
者
大
橋
遅
松
の
伝
記
や
、

彼
の
跋
文
に
出
て
く
る
黒
田
藩
重
臣
・
郡
氏
の
実
在
も
判
明
し
た
。
し
か
し
大
坂
の
蒹
葭
堂
や
鴻
池
家
或
い
は
そ
の

一
族
、
門
弟
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
積
極
的
な
情
報
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

三
、
内
容
一
覧
表
の
作
成　
　

我
々
が
最
初
に
手
掛
け
た
の
は
、
宗
湛
日
記
に
現
わ
れ
る
茶
会
の
記
録
を
時
系
列

で
纏
め
た
内
容
一
覧
表
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
各
茶
会
が
、
誰
の
、
ど
の
よ
う
な
座
敷
で
行
わ
れ
、
そ
こ
で
は
ど
ん
な

道
具
が
用
い
ら
れ
た
か
等
を
、
日
別
に
、
時
刻
を
追
っ
て
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
湛
の
動
静
、

一
日
の
行
動
な
ど
を
克
明
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
加
え
て
、
日
記
に
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、

省
略
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
ト
書
と
し
て
書
き
起
し
て
み
た
の
で
、
茶
会
を
復
原
的
に
把
握
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
後
述
す
る
点
前
復
元
へ
の
一
歩
と
し
て
、
そ
の
意
義
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
こ
の
表
が
作
成
さ
れ
た
時
期
に
は
ま
だ
見
聞
書
が
発
見
、
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
収
録
内
容
に

不
備
が
残
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
改
訂
し
て
完
全
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

四
、
日
毎
文
献
比
較
表
の
作
成　
　

搏
捜
で
得
ら
れ
た
多
数
の
史
料
の
う
ち
か
ら
主
だ
っ
た
も
の
七
種
を
選
び
、

こ
れ
を
日
毎
に
ま
と
め
て
、
こ
の
比
較
表
を
作
成
し
た
。
こ
こ
に
は
、
新
た
に
得
ら
れ
た
見
聞
書
も
加
え
た
の
で
、

膨
大
な
量
と
な
っ
た
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
利
用
し
た
編
集
に
よ
り
、
全
期
間(

天
正
十
四
年
～
慶
長
十
八
年)

に
亘
る
表
が
実
現
の
運
び
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
諸
本
か
ら
得
ら
れ
る
異
同
を
活
字
本
に
記
入
し
て
ゆ
き
、
ど
れ
を

採
用
す
る
か
を
決
め
て
い
っ
た
。
そ
の
一
部
を
付
表
２
に
示
す
。
こ
の
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、
研
究
会
の
最
初
か
ら

の
趣
旨
に
従
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
原
本
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
番
内
容
豊
富
な
茶
会
記
事
を
見
出
す
と

い
う
態
度
で
臨
ん
だ
。
ま
こ
と
に
地
味
な
仕
事
で
、
現
在
な
お
進
行
中
で
あ
る
が
、
宗
湛
日
記
の
徹
底
研
究
と
し
て

意
義
あ
る
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
る
。

　

五
、
茶
会
点
前
の
復
元　
　

以
上
の
行
程
を
経
た
の
ち
、
五
つ
の
茶
会
に
つ
い
て
、
国
立
女
性
教
育
会
館
の
茶
室
、

和
室
を
借
用
し
て
、
点
前
の
復
元
を
行
っ
た
。
い
わ
ば
体
験
的
復
元
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
第
二
部
に
譲
る
が
、
恐

ら
く
前
例
を
見
な
い
研
究
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
。

第
二
部　

各
論

一
、
宗
湛
日
記
の
原
本
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
か

　　

こ
の
課
題
は
ま
だ
議
論
が
進
ん
で
い
な
い
が
、
こ
こ
に
私
見
を
主
と
し
た
試
論
を
述
べ
た
い
。

　

茶
道
古
典
全
集
本
の
元
と
な
っ
た
劉
家
本
に
は
、
天
正
十
四
年
記
事
の
末
に
長
い
欠
落
個
所
が
あ
る
。
こ
こ
は
こ

の
本
だ
け
の
写
し
落
し
で
は
な
く
、
同
じ
欠
落
箇
所
が
他
の
二
本
に
も
あ
り
、
し
か
も
欠
落
の
範
囲
が
微
妙
に
異
な

る
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
諸
本
の
祖
本
は
、
天
正
十
四
年
分
だ
け
の
綴
り
で
あ
っ
た
が
、
何
ら
か
の
理
由

で
汚
染
、
汚
損
を
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
各
本
の
筆
者
が
出
来
る
だ
け
多
く
解
読
し
た
い
と
努
力
し

た
結
果
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
た
い
。
こ
れ
に
対
し
、
史
料
編
纂
所
本
（
神
屋
家
本
を
明
治
に
謄
写
）
に
は
、

欠
落
箇
所
が
全
く
な
い
。
そ
し
て
こ
の
系
統
の
写
本
が
現
存
写
本
の
大
部
分
を
占
め
る
。

で
は
、
劉
家
本
、
史
料
編
纂
所
本
ど
ち
ら
が
古
い
状
態
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
前
者

が
先
行
し
た
が
、
汚
染
し
た
の
で
、
そ
の
個
所
を
あ
ら
た
め
て
復
元
し
た
後
者
が
出
来
、
そ
れ
が
本
格
的
な
原
本
の

最
初
と
な
っ
て
、順
次
新
し
い
年
代
の
分
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
。
劉
家
本
系
も
、天
正
十
六
年
以
後
は
目
立
っ
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た
欠
落
個
所
が
な
い
か
ら
、
こ
の
新
原
本
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
考
え
る
と
、
劉
家
本
が
古
い
と
い
う

説
に
も
一
理
あ
ろ
う
。

　

神
屋
本
は
、
慶
長
四
年
ま
で
で
、
以
後
史
料
編
纂
所
本
は
慶
長
十
八
年
分
迄
を
山
内
家
本
の
謄
写
で
補
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
原
本
編
集
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
一
頓
挫
し
、
暫
く
し
て
次
の
編
集
作
業
が
新
た
に
始
ま
っ
た
と
見
る

べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
編
集
の
中
断
は
諸
本
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
前
者
で
止
ま
る
も
の
、
後
者
ま
で
伸
び
る
も
の
、

双
方
が
生
じ
た
。
今
日
庵
本
は
後
者
に
属
し
、
一
番
長
い
期
間
を
通
し
て
収
録
し
た
善
本
で
あ
る
。

　

宗
湛
日
記
三
部
作
の
う
ち
の
見
聞
書
は
、
天
正
十
四
年
か
ら
慶
長
十
一
年
ま
で
の
百
三
十
回
に
近
い
茶
会
の
記
録

で
あ
る
。
当
研
究
会
で
実
見
し
た
も
の
が
二
本
し
か
な
い
の
で
は
っ
き
り
と
は
言
え
な
い
が
、
見
聞
書
の
記
述
は
日

記
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
両
者
同
文
の
箇
所
も
あ
る
。
さ
ら
に
年
次
別
配
列
に
乱
れ
も
み
ら
れ
る
。
察

す
る
に
宗
湛
は
、
携
帯
用
帳
面
ば
か
り
で
な
く
、
一
枚
紙
の
メ
モ
な
ど
も
用
い
て
茶
会
を
記
録
し
、
そ
れ
ら
を
参
照

し
な
が
ら
見
聞
書
に
ま
と
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
山
内
家
本
で
日
記
に
続
け
て
見
聞
書
の
最
初
の
部
分
が
あ

る
の
は
、
ま
と
め
て
一
巻
と
す
る
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

献
立
日
記
は
詳
し
く
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
見
聞
書
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
編
集
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。

　

こ
の
ほ
か
、
続
群
書
類
従
本
に
至
る
抄
本
の
成
立
等
、
論
ず
べ
き
点
が
多
い
が
、
今
は
省
略
に
従
う
。
最
後
に
、

こ
こ
で
述
べ
た
見
解
は
、
ほ
ぼ
大
橋
遅
松
が
国
会
図
書
館
本
跋
文
で
匂
わ
せ
て
い
る
。
改
め
て
先
人
の
慧
眼
に
敬
意

を
表
し
た
い
。　
　
　

			　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
藤
延
男
）

　

		二
、「
宗
湛
日
記
」
諸
写
本
の
来
歴
と
日
記
の
流
布

　

写
本
一
覧(

付
表
１)

の
中
か
ら
、
来
歴
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
数
本
に
説
明
を
加
え
る
。

　

Ａ
１　

劉
家
本　
　

永
島
福
太
郎
氏
の
解
題
（『
茶
道
古
典
全
集
』
第
六
巻　

淡
交
社　

昭
四
十
二
年
）
に
も
あ

る
が
、
神
屋
家
十
一
代
宗
安
の
女
（
元
文
元
年
没
）
が
劉(

笠)

文
右
衛
門
に
嫁
し
て
お
り
、
そ
の
折
持
参
し
た
の

が
こ
の
日
記
と
い
う
。
尤
も
、
永
島
氏
は
、
現
存
劉
家
本
の
書
写
年
代
を
江
戸
末
期
と
推
定
し
て
い
る
。

　

Ａ
２　

国
会
本
遅
松　

筆
者
の
大
橋
遅
松
は	

、『
森
川
如
春
庵
の
世
界
』
展
図
録
（
名
古
屋
市
博
物
館　

平
成

二
十
年)

の
解
説
に
、
尾
張
藩
の
御
用
商
人
で
町
人
茶
人
と
あ
る
。
遅
松
は
跋
文
で
書
写
の
由
緒
を
記
し
て
い
る
が
、

文
中
の
「
筑
前
の
長
臣
郡
和
泉
」
は
、
福
岡
藩
の
『
享
保
分
限
帳
』
に
家
老
と
し
て
、
ま
た
「
茶
道
の
長
百
野
宗
湖
」

も
『
延
享
分
限
帳
』
に
「
御
茶
湯
」
と
し
て
載
っ
て
い
る
。
同
様
に
久
田
本
に
関
連
し
て
挙
げ
た
「
北
村
休
二
」、「
北

村
又
尓
」
の
名
は
、
遅
松
の
著
書
（『
尾
州
千
家
茶
道
之
記
』　

安
永
三
年
）
で
確
認
で
き
、
内
容
に
信
頼
が
お
け
る
。

　

Ａ
７　

三
好
重
義
本　
　
『
閲
史
筌
蹄
』（
芳
齋
長
野
誠　

全
四
三
巻　

福
岡
県
立
図
書
館
蔵
）
の
中
で
紹
介
さ
れ

て
お
り
、
神
屋
市
左
衛
門	(

十
一
代
か)

か
ら
借
用
し
書
写
し
た
と
の
奥
書
が
あ
る
と
い
う
。

　

Ａ
８　

長
野
誠
本　
　
『
閲
史
筌
蹄
』
の
著
者
で
あ
る
長
野
（
明
治
二
十
四
年
没
）
も
写
本
を
所
持
し
て
い
た
。

関
連
す
る
記
述
を
次
の
神
屋
本
の
中
で
紹
介
す
る
。

　

Ｂ
１　

史
料
編
纂
所
本
神
屋　
　

史
料
編
纂
所
は
、
明
治
二
十
一
年
に
神
屋
宗
三
所
蔵
の
写
本
を
謄
写
し
た
。
こ

の
本
に
は
「
神
屋
正
左
衛
門
子
直
」
の
奥
書
が
あ
る
。
正
左
衛
門
の
名
は
、
本
家
九
代
清
月
（
貞
享
三
年
没
）
の
二

男
で
神
屋
分
家
を
立
て
た
正
兵
衛
に
始
ま
る
。
分
家
の
際
も
日
記
を
持
参
し
た
と
推
測
す
る
。

　

さ
て
長
野
は
、
神
屋
本
家
に
は
す
で
に
日
記
は
な
く
、
当
代
の
善
四
郎(

二
十
代
か)

は
長
野
本
を
書
写
し
て
家

蔵
と
し
た
と
書
い
て
い
る
。
記
述
に
従
え
ば
、
謄
写
当
時
、
本
家
に
は
前
述
の
三
好
借
用
の
神
屋
本
は
既
に
な
く
、

宗
三(

二
十
代)

提
供
の
写
本
は
Ａ
８
長
野
本
の
写
し
で
あ
り
、
長
野
本
は
分
家
本
の
系
統
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

Ｃ
１　

慶
應
本
朝
吹　
　

朝
吹
英
二
の
旧
蔵
本
で
あ
る
。「
玄
昌
堂
図
書
」
や
「
藿
斎
珍
蔵
」
印
か
ら
、
以
前
は

岩
永
文
禎
の
所
蔵
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
慶
長
五
年
の
記
事
を
含
む
こ
と
か
ら
、
Ｃ
２
久
田
本
と
の
関
連
が
考

え
ら
れ
る
。
実
見
し
た
写
本
の
中
で
は
最
も
古
い
書
写
で
あ
る
。

　

Ｅ
１　

福
岡
県
立
図
書
館
本　
　

外
題
に
は
「
神
屋
宗
湛
茶
会
献
立
日
記
三
」
と
あ
る
が
、
内
容
は
日
記
と
見
聞

書
で
献
立
日
記
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
慶
長
二
年
か
ら
始
ま
る
が
、
Ａ
２
国
会
本
遅
松
の
奥
書
を
参
考
に
す
る
と
、

上
中
下
三
巻
組
の
中
巻
に
該
当
す
る
。「
長
野
蔵
書
」
印
か
ら
前
述
の
長
野
本
の
中
巻
の
可
能
性
が
高
い
。
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Ｄ
１　

書
陵
部
本　
　

続
群
書
類
従
収
載
宗
湛
日
記
の
底
本
と
な
っ
た
蒹
葭
堂
本
の
書
写
で
、
和
学
講
談
所
旧
蔵

本
で
あ
る
。
奥
書
に
あ
る
「
以
森
川
氏
之
本
書
写
校
合
了
」
の
森
川
氏
に
つ
い
て
は
、『
蒹
葭
堂
日
記
』
で
森
川
竹
窓
、

稲
垣
休
叟
、
草
間
直
方
ら
の
交
流
が
確
認
出
来
る
が
、
森
川
＝
森
川
竹
窓
と
の
確
証
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

永
島
氏
の
言
に
あ
る
よ
う
に
、
異
本
と
称
す
る
ほ
ど
諸
本
の
内
容
に
変
化
は
な
い
。
し
か
し
内
容
の
校
合
と
は
別

に
、
来
歴
、
外
題
、
特
定
の
図
な
ど
視
点
を
変
え
て
諸
本
を
比
較
し
て
み
る
と
、
日
記
の
記
載
期
間
で
の
グ
ル
ー
ピ

ン
グ
と
は
別
に
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
親
と
な
っ
た
写
本
の
姿
が
み
え
て
く
る
。

　

今
後
も
、
諸
写
本
を
精
査
し
、
よ
り
詳
細
な
情
報
を
く
み
取
る
こ
と
で
、
写
本
の
系
統
や
、
博
多
、
大
坂
、
尾
張

の
茶
人
た
ち
の
交
流
を
通
し
た「
宗
湛
日
記
」の
流
布
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。　
　
　
　
（
中
村
節
子
）

三
、
日
毎
文
献
比
較
と
日
記
・
見
聞
書
の
記
述
解
析
に
基
づ
く
茶
会
復
元
の
試
み

　

日
毎
文
献
比
較
作
業
後
に
、
点
前
復
元
の
試
み
の
た
め
の
基
礎
資
料
つ
く
り
を
行
な
っ
た
。
先
ず
、
日
記
及
び
見

聞
書
に
献
立
日
記
を
加
え
た
三
種
に
つ
い
て
茶
会
開
催
日
の
突
合
せ
を
行
い
、
異
同
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
。
復
元
す
る

茶
会
は
、
こ
れ
ら
三
種
の
記
録
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
を
第
一
要
件
と
し
た
上
で
、

　

１
、
秀
吉
に
近
侍
或
い
は
当
時
著
名
な
茶
の
湯
者
の
会

　

２
、
宗
湛
が
複
数
回
招
か
れ
て
い
る
人
物
の
会

　

３
、
茶
室
の
サ
イ
ズ
が
明
記
さ
れ
て
い
る
会

　

４
、
天
正
十
四
年
～
天
正
十
八
年
中
の
会
（
利
休
、
宗
及
と
も
天
正
十
九
年
に
没
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
）

　

５
、
見
聞
書
の
記
述
が
詳
し
い
会

　

以
上
五
条
件
に
全
て
適
う
会
を
列
記
し
た
資
料
を
作
成
。
同
資
料
に
基
づ
き
抽
出
し
た
会
す
べ
て
に
つ
い
て
日
毎

に
、
福
岡
県
立
図
書
館
本
の
見
聞
書
の
ワ
ー
プ
ロ
活
字
起
し
を
行
い
、
そ
れ
に	
天
正
十
四
年
十
二
月
二
十
九
日
ま

で
の
会
に
つ
い
て
は
二
種
の
活
字
本
（
茶
道
古
典
全
集
本
と
西
日
本
文
化
協
会
本
）
及
び
写
本
国
会
本
遅
松
を
加
え

た
四
本
、
天
正
十
五
年
以
降
は
国
会
本
遅
松
と
の
二
本
の
日
毎
文
献
比
較
結
果
を
記
入
し
、
茶
会
復
元
の
試
み
の
た

め
の
活
字
見
聞
書
を
作
成
し
た
。

　

つ
い
で
抽
出
し
た
会
ご
と
に
、
日
記
及
び
活
字
見
聞
書
の
二
資
料
か
ら
点
前
復
元
に
必
要
な
情
報
一
覧(

付
表
３)

を
作
成
、
同
時
に
活
字
見
聞
書
の
記
述
に
基
づ
き

　

①　

茶
室
プ
ラ
ン(

本
勝
手
・
逆
勝
手
、
炉
の
位
置
、
茶
道
口
・
貴
人
口
、
床
の
位
置
、
道
庫
・
棚
等)
に
関
す

る
推
定
作
業
を
実
施
、　

②　

茶
会
進
行
手
順
書
作
成

こ
れ
ら
諸
資
料
を
元
に
復
元
す
る
茶
会
の
絞
込
み
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

津
田
宗
及

　

Ａ　

天
正
十
四
年
十
二
月
十
九
日
朝
会
於
堺
（
四
畳
半
席
）（
本
勝
手
、
ヨ
シ
棚
付
、
上
座
一
間
床
）

　

Ｂ　

天
正
十
五
年
三
月
九
日
朝
会
於
堺
（
平
三
畳
席
）（
本
勝
手
、
台
目
切
り
、
籠
付
、
下
座
床
、
竹
縁
付
）

　

Ｃ　

天
正
十
八
年
十
月
廿
四
日
朝
寅
刻
会
於
大
坂(

二
畳
席)

（
本
勝
手
、隅
切
、障
子
付
道
籠
、床
、外
ノ
ク
ク
リ
）

草
部
屋
道
設

　

Ｄ　

天
正
十
四
年
十
二
月
廿
一
日
朝
会
於
堺(

深
三
畳
半(

大
目)

席)

（
逆
勝
手
、上
座
床
、隅
切
、三
重
の
小
棚
）、

千
利
休

　

Ｅ　

天
正
十
八
年
十
月
廿
日
昼
会
於
京
聚
楽(

二
畳
席)

（
本
勝
手
、
隅
切
、
道
籠
、
床
）

の
五
会
を
決
定
。
国
立
女
性
教
育
会
館
内
に
あ
る
又
隠
写
し
の
四
畳
半
席
と
同
館
和
室
広
間
に
仮
設
し
た
茶
席
で
、

大
日
本
茶
道
学
会
の
点
前
を
下
地
に
、
茶
会
復
元
の
試
み
を
実
施
、
記
録
を
と
っ
た
（
付
図
１
参
照
）。

　

今
後
の
展
望
と
し
て
、
今
回
復
元
を
試
み
た
茶
会
を
除
く
見
聞
書
中
の
残
り
百
二
十
余
の
全
茶
会
に
お
い
て
今
回

と
同
様
の
作
業
を
継
続
、
必
要
な
資
料
を
つ
く
り
茶
会
復
元
を
試
み
記
録
し
、
併
せ
て
各
会
ご
と
に
そ
の
特
徴
、
茶

室
の
広
さ
と
道
具
の
取
り
合
わ
せ
、
道
庫
の
位
置
と
利
用
法
、
当
時
の
喫
茶
作
法
等
を
付
記
し
て
、「
宗
湛
の
招
か

れ
た
茶
会
復
元
の
試
み
」(

仮
称)

と
し
て
纏
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
林
紘
子
）
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四
、
棚
類
の
変
化
と
道
具
の
し
つ
ら
え
方
に
現
れ
た
空
間
の
計
画

　

茶
会
復
元
を
試
み
る
過
程
で
再
確
認
さ
れ
た
の
は
、
宗
湛
日
記
に
記
述
さ
れ
た
茶
会
は
広
間
か
ら
小
間
の
数
寄
屋

へ
移
行
す
る
渦
中
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
茶
室
空
間
の
減
縮
は
、
ま
ず
道
具
の
選
択
と
し
つ
ら
え
方
、
道
具
の
取

合
わ
せ
方
の
齟
齬
と
な
っ
て
表
れ
た
。
貴
重
な
諸
道
具
を
如
何
配
置
す
れ
ば
使
い
易
く
、
美
し
く
見
せ
ら
れ
る
か
が

苦
心
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
試
行
錯
誤
は
床
や
床
飾
り
、
道
具
を
飾
る
諸
棚
の
形
状
に
影
響
す
る
。
日
記
に
は
多

様
な
棚
類
、移
動
式
の
棚
で
あ
る
台
子
や
小
棚
、仕
付
け
の
吊
棚
、そ
の
中
間
的
な
存
在
と
思
え
る
ヨ
シ
棚
や
道
籠
（
籠
・
篭
）

等
が
七
十
六
件
も
登
場
す
る
。
そ
の
変
遷
の
中
に
空
間
を
減
縮
す
る
作
為
、
巧
妙
な
空
間
計
画
の
意
図
を
読
み
取
る

こ
と
が
出
来
る
。

　

広
間
の
茶
会
で
は
様
々
な
唐
物
が
飾
ら
れ
た
が
、
茶
碗
の
唐
物
に
は
も
っ
ぱ
ら
油
滴
天
目
が
使
わ
れ
た
。
し
か

し
日
記
で
は
、
棚
類
と
共
に
登
場
す
る
天
目
茶
碗
は
二
十
件
全
て
に
油
滴
の
記
述
は
な
い
。
そ
の
内
八
件
は
秀
吉

の
席
で
使
わ
れ
、
台
子
と
道
籠
に
半
々
の
割
合
で
飾
ら
れ
た
。
ま
た
そ
の
大
方
は
、
天
正
二
十
年
ま
で
の
茶
会
に

登
場
し
て
お
り
、
天
目
台
の
記
述
が
半
減
し
た
よ
う
に
次
第
に
減
少
し
て
い
る
。
同
様
に
、
四
方
盆
に
据
え
た
肩
衝

も
二
十
一
件
中
約
半
数
が
台
子
か
ら
床
周
り
へ
移
動
し
、
残
り
の
半
数
が
小
棚
や
ヨ
シ
棚
や
道
籠
へ
位
置
を
変
え
て

い
っ
た
。
こ
の
間
に
四
方
盆
は
取
り
除
か
れ
て
、
茶
碗
等
と
共
に
一
時
的
に
吊
棚
に
在
所
を
得
る
が
、
引
切
や
羽
や

貫
等
に
そ
の
在
所
も
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。

　

台
子
に
在
っ
た
茶
道
具
の
新
た
な
移
動
先
は
、
天
正
十
四
年
十
二
月
十
九
日
朝
、
津
田
宗
及
の
四
畳
半
席
に
初
出

す
る
ヨ
シ
棚
。
同
月
廿
一
日
朝
の
草
部
屋
道
設
の
深
三
畳
半
席
で
は
「
勝
手
の
内
に
一
尺
ほ
ど
の
小
棚
」。
そ
し
て

天
正
十
五
年
一
月
十
一
日
朝
、
大
和
郡
山
の
羽
柴
美
濃
守
の
深
三
畳
大
目
席
に
初
出
す
る
道
籠
で
あ
る
。
こ
の
道
籠

は
二
枚
障
子
を
取
っ
て
台
子
の
よ
う
に
大
目
の
先
に
置
か
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
棚
に
置
か
れ
た
道
具
は
至
っ

て
少
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
天
正
十
八
年
十
月
廿
日
昼
の
聚
楽
の
利
休
席
と
、
同
月
廿
四
日
朝
の
大
坂
の
津
田

宗
及
席
は
、
共
に
二
畳
席
に
床
と
道
籠
を
備
え
て
お
り
、
道
籠
に
配
置
さ
れ
た
道
具
の
数
は
台
子
と
同
じ
程
に
増
え

て
、
完
成
し
た
配
置
の
形
が
見
て
取
れ
る
。

　

こ
の
道
籠
を
多
用
し
た
の
は
秀
吉
で
、
大
坂
城
山
里
丸
の
二
畳
席
と
四
畳
半
の
数
寄
屋
、
京
都
聚
楽
第
の
二
畳
席
、

名
護
屋
城
山
里
の
四
畳
半
座
敷
の
四
カ
所
に
見
ら
れ
る
。
勝
手
に
這
い
入
れ
ば
、
亭
主
は
動
く
こ
と
な
く
客
の
息
使

い
を
間
直
に
感
じ
て
茶
が
点
て
ら
れ
る
。
空
間
の
減
縮
で
身
体
距
離
を
縮
め
、
心
的
圧
力
を
加
え
つ
つ
心
の
動
き
を

読
む
計
画
と
す
れ
ば
、
そ
の
老
練
さ
こ
そ
が
老
人
用
の
棚
と
言
わ
れ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。　
　
　
　
（
財
満
や
え
子
）

五
、
宗
湛
日
記
に
見
る
建
築
計
画
的
試
論

　

宗
湛
日
記
に
登
場
す
る
天
正
年
間
（
文
禄
元
年
を
含
む
）
の
茶
室
の
大
き
さ
は
、
四
畳
半
が
十
三
、三
畳
及
び
三

畳
半
・
大
目
が
五
十
、二
畳
及
び
二
畳
半
が
二
十
二
で
あ
る
。
三
畳
及
び
三
畳
半
・
大
目
の
中
で
も
、
平
三
畳
が

二
十
八
と
突
出
し
て
い
る
。

　

三
畳
は
、
山
上
宗
二
記
に
よ
る
と
、
道
具
の
な
い
詫
数
奇
の
茶
室
と
し
て
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
四
畳
半
が
流
行
り
、

ま
だ
社
会
が
安
定
し
て
い
な
い
中
で
、
名
馬
を
繋
ぎ
た
る
藁
屋
を
追
及
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
茶
室
の
表
現
は
、
変
化

の
過
程
に
あ
る
。
統
一
が
進
み
、
安
定
す
る
に
つ
れ
て
、
茶
室
の
大
き
さ
な
ど
さ
ら
に
変
化
し
て
い
く
様
子
が
窺
え

る
。
建
築
計
画
に
、
道
具
や
人
な
ど
が
占
め
る
単
位
空
間
と
所
作
に
よ
る
動
作
空
間
を
組
み
合
わ
せ
て
室
空
間
を
決

め
て
い
く
手
法
が
あ
る
。
日
記
や
見
聞
書
の
記
述
か
ら
、
道
具
は
、
大
き
さ
だ
け
で
な
く
、
ど
う
見
え
る
か
を
考
え
、

所
作
は
、
自
然
な
動
き
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ど
ち
ら
も
、
主
客
か
ら
見
た
美
し
さ
を
追
求
し
て
い
る
。

亭
主
と
主
客
が
同
室
に
い
る
こ
と
が
茶
の
湯
の
始
ま
り
と
す
る
と
、
主
客
の
位
置
関
係
や
距
離
感
、
道
具
の
位
置
な

ど
、
美
し
さ
と
機
能
的
な
こ
と
を
当
時
の
茶
人
た
ち
は
各
々
自
由
に
考
え
な
が
ら
追
求
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

日
記
の
天
正
十
四
年
か
ら
十
五
年
二
月
ま
で
に
「
押
入
」
が
五
ヶ
所
あ
る
。「
押
板
」
は
、
慶
長
二
年
ま
で
に
七
ヶ

所
出
現
す
る
。
押
入
を
床
と
し
た
茶
と
は
何
か
。
押
板
の
脇
に
茶
道
具
を
飾
る
棚
が
そ
れ
以
前
に
見
ら
れ
る
。
日
葡
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辞
書
に
よ
る
と
、
当
時
の
押
入
は
「
家
の
壁
の
外
側
へ
突
き
出
た
所
の
内
側
に
あ
る
空
所
」
で
あ
る
。
天
正
十
四
年

十
二
月
二
十
四
日
の
会
で
は
「
床
ナ
シ
」
と
「
押
入
ノ
心
ニ
切
畳
半
ア
リ
」
が
並
記
さ
れ
て
い
る
。
押
入
の
使
わ
れ

方
は
現
代
の
そ
れ
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
勝
手
」
が
日
記
に
十
二
ヶ
所
あ
る
。
日
葡
辞
書
に
よ
る
と
、

当
時
の
勝
手
に
は「
茶
の
湯
の
道
具
や
貴
重
な
工
芸
品
を
収
め
て
お
く
場
所
」の
意
が
あ
る
。
台
所
の
意
は
ま
だ
な
い
。

点
前
席
と
同
じ
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　

日
別
内
容
一
覧
表
で
検
索
し
て
、
日
毎
比
較
で
内
容
を
検
討
す
る
と
、
建
築
用
語
の
変
遷
が
わ
か
る
。
写
本
の
編

集
あ
る
い
は
写
さ
れ
た
時
代
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
用
語
の
変
遷
は
使
わ
れ
方
に
関
係
す
る
。
部
屋
に
対
す
る

意
識
の
変
化
が
読
み
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
見
聞
記
か
ら
多
く
の
知
見
が
得
ら
れ
る
。
日
別
内
容
一
覧
表
に
比
較

し
た
写
本
、見
聞
記
、献
立
日
記
の
情
報
を
ど
う
反
映
さ
せ
る
と
ど
う
使
い
易
く
な
る
の
か
が
、今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
有
里
公
徳
）
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Ａ群　天正 14 年 10 月～慶長 18 年 12 月 9 日 ( 慶長５年欠　ただし献立には有）	 	

付表１　　　　　　　　　　　　　　　　				宗湛日記写本一覧　　	 	 	 	 	 	 	 	 	

1）本一覧には、当研究会の調査で得た写本情報に、先行研究で紹介されている写本を加えた。	 	 	 	 	 	 	

2）名称は、便宜上、外題・内題ではなく、所蔵者名（複数所蔵の場合は、旧所蔵者あるいは筆者、印章などを付記）で表記した。	 	

3）各写本は、E群を除き、日記に書かれた茶会記期間 (未見史料については推定）別にまとめた。	 	 	 	 	 	

4)	全史料には、実見は○（そのうち校合に使用したものには◎）と、未見は★の印を付記した。なお未見史料の所在確認は未着手。	 	

5)	未見史料については推定した箇所を [　]で括った。	 	 	 	 	 	 	 	 	

略称 書写年代 筆者 主な印章／用箋 日記 献立 見聞書
序跋奥

書
公刊

劉家本◎ 写本 有 有
影印(注1）/活
字(注2)

国会本＿遅松◎ 1766(明和3) 大橋遅松 写本 有 有 有

今日庵本○ 1777(安永6) 写本 有 なし 有

国会本＿二休○ 二休茶室／用箋草々庵 写本 有 なし

森川如春庵本★ 1766(明和3) 大橋遅松 写本 [有]

京大本○ 1922(大正12) 写本 なし 有

三好重義本★ 1716(正徳6) 写本 [有]

長野誠本★ 写本

Ｂ群　天正 14 年 10 月～慶長 4年閏 3月 25 日	 	 	 	 	

史料編纂所本＿神屋◎ 1881(明治21） 謄写本 なし なし 有

慶應本＿箒庵○ 1857(安政4） 西宮以文 箒庵文庫／桜戸文庫 写本 なし なし 有

神屋家本★ 写本

平岡浩太郎本★ 写本 なし なし 活字(注3)

国会本＿忠篤○ 1839(天保10) 水野忠篤 松平直亮図書／槙樹庵蔵 写本 なし なし 有

大分県立図書館本○ 写本 なし なし 有

九大本＿広瀬○ 広瀬文庫／江藤文庫 写本

静嘉堂本○ 写本 なし なし

筑紫頼定本★ 松永一豊 写本
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Ｃ群　天正 14 年 10 月～慶長 5年	 	

慶應本＿朝吹（4月2日のみ）◎ 1690（元禄3） 安楽軒日休 玄昌堂図書記／藿斎珍蔵 写本 なし なし 有

久田本★ 写本

Ｄ群　天正 14 年 10 月～天正 20 年 4 月 14 日		

Ｅ群　その他	 	 	

福岡県立図書館本　（慶長2年1月9日～慶長18
年12月9日(慶長5年欠））◎

長野蔵書 写本 なし 有

史料編纂所本＿山内　（慶長6年10月9日～慶長
18年12月9日）◎

1918(大正8) 謄写本 有 有 有
活字(注2)(注
3）

山内家本★ 写本

武居本★ 写本

許斐友次郎本★ 写本

黒田家本★ 写本

奥村武本★ 1851(嘉永4) 写本

注１）『宗湛茶湯日記』西日本文化協会　1984	 	 	 	 	 	 	

注２）『宗湛日記』茶道古典全集第 6巻　淡交社　1962	 	 	 	 	 	

注３）『博多宗湛日記』再版　審美書院　1921	 	 	 	 	 	

注４）『	神谷宗湛筆記』　続群書類従第 19 輯下再版　続群書類従完成会　1925	 	 	

    

書陵部本◎ 1811(文化8） 和学講談所 写本 なし なし 有

東博本○ 1825(文政8） 茶仙堂 茶仙堂／徳川宗敬氏寄贈 写本 なし なし 有

史料編纂所本＿続群書類従○ 1885(明治25) 謄写本 なし なし 有

公文書館本○ 写本 なし なし 有

九大本＿檜垣○ 写本 なし なし

稲垣休叟本★ 写本

草間直方本★ 写本

森川本★ 写本

蒹葭堂本★ 写本

活字(注4)
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付表２　　　　　　　　　　　　日毎比較文献一覧　　	( 天正 14 年 12 月 19 日宗及の会より ) 
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付表３　		茶室プラン及び点前手順解析のための草部屋道設御会に関する日記・見聞書からの情報一覧　　　

日時

地域

亭主

客 …及、賢物、湛

床 床ニ

床前ニ

風炉（風呂）

小棚 カッテ内ニ１尺ホトノ小棚アリ

茶道口

手水

古釜

茶入 コイ茶

ウス茶

茶碗 コイ茶 天目・道具仕入テ、台古黒

ウス茶 セト茶碗（ヤキ碗 内ヨリハコヒ）

水下

蓋置

柄杓

筅

巾

肩衝之事…緒ヲトキ、左ニマワシ房サキ右ニナル

メンツウ斗持出候　其外道具ミナ小棚ヨリ取落候也

始ヨリ小棚ニ木色ノ箱有　是ヲ取落シ中ノ棗被出　始ノ棗ヲ
又入テ　　　　　　本ノ処ニ置

小棚ニハ　中ノ重ニ 棗マエ　碗サキ　ヒシヤク上ニ置也

ホウロク

茶杓・始ハ水指上 フキテ棗ニ置

メンツウ（持出）

引切（小棚より）

灰・尺子ノヘラ（内ヨリ）

大貝・香若草（内ヨリ）

…ツルヲハ　釜ノソバ上ヲ我方ニ被置候

引切・ヒシヤク右方に如常ヲキ

（茶杓ヲフキ）盆ﾉフチ右ノ下前ニ持セテ被置

ヰロリ

土 メンツウ(内ヨリ持出）

引切（内ヨリ持出）

ヒシヤク（内ヨリ持出）

コウノ水

水指蓋ヲ取　棚ニ立懸テ

（柄杓） （小棚ヨリ）

炭斗篭

宗及老、水野賢物殿、宗湛

見聞書
表記
より

（亭主茶入・盆を床に上げる時）盆ヲ床ノ下カツテノ方ニ
スミヲカヘニ置　右ニテ（左ヲソヘテ）床ニアケラルル

天正１４年12月21日朝 天正15年2月9日朝

フカ三テウ

茶室

肩衝の蓋ヲハ　盆トフチト中角ノ上ニ　右ノワキニソトヨセテ也

水指ノ上ニ　ウス茶ノ時…ネチテ水指ノ上ニ

道具

カツテニ小棚

土水指(小棚下ヨリ濃茶ノ時持出、薄茶ノ時は取出しメンツ
ウノ前ニ）

天正15年3月12日朝

（肩衝拝見後） 亭主肩衝・盆上げる

メンツウ斗持出、其外道具ミナ小棚ニアリ

 フカ三テウ半

12日朝

堺

セト茶碗・道具仕入テ（小棚ヨリ）

　フカ三テウ半フカ三テウ大目

丙戌12月 21日朝 2月 日朝

― 堺

土水指・真蓋…小棚下（上記）

ヰロリ

土花生・丸薄板

茶巾洗ニ白玉ト白梅 ・小刀

クサヒ屋道設 クサヒヤ道設 道設

宗湛（－） 塩屋宗悦、宗湛

手水柄杓

前ニ土器立

小棚　中ノ重ニ　棗マヘ　碗サキ始ヨリ木色ノ箱アリ下ニ土水指・真蓋・始ヨリ

棚ノ上ニ 台天目・道具仕入テ

障子

小棚下ニ水指…座敷ニ持出

自在

ヤキ茶碗（道具入テ）

薄茶　中次持出

小棚　ヒシヤク　上ニ

ノカツキ・貫・ツル

棗・袋（棚）(薄茶の時 木色の箱に又入テ）

棗（棚の木色の箱より取り出す）

手水柄杓

古釜

土水指(小棚下ニ）

肩衝・袋・四方盆

棗（内ヨリハコヒ）

台ノ通　水下ノソハニ

メンツウ

引切

(　）内斜体細字：筆者注黒細字：日記にしかない情報 斜体太字：見聞書のみの情報黒太字：日記・見聞書に共通

自在竹・弦

手水柄杓

ヒシヤク

濃茶 　 棗

釜
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付図１
 


