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千
利
休
が
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ

る
こ
と
を
書
い
た
前
稿『
今
、こ
こ
に
』。

上
梓
し
て
す
ぐ
に
、
こ
の
稿
の
切き

っ
か
け欠
を

作
っ
て
下
さ
っ
た
東
京
・
光
明
園
の
河

波
昌
東
洋
大
学
名
誉
教
授
の
許も
と

に
、
売

り
出
し
初
日
の
４
月
１
日
（
金
）
に
、

速
達
で
お
送
り
し
た
。

す
る
と
、
４
日
の
月
曜
日
に
、
２

日
付
け
の
お
礼
の
ご
返
事
を
頂
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
夜
の
10
時
半
、
そ

こ
に
ご
案
内
戴
い
た
佐
々
木
有
一
氏
か

ら
「
昨
夜
３
日
、
９
時
半
に
河
波
上
首

が
御
帰
天
さ
れ
ま
し
た
」
と
の
お
電
話

を
頂
き
、　
「
え
ぇ
！
」
と
、
た
だ
絶
句

す
る
ば
か
り
で
、
後
の
言
葉
が
無
か
っ

た
。

　

実
に
、
師
の
絶
筆
か
も
し
れ
な
い
信

書
を
握
り
し
め
つ
つ
、
何
か
言
い
知
れ

ぬ
感
慨
が
沸
き
起
こ
っ
た
。

　
「
一い
ち
ご
い
ち
え

期
一
会
」
と
い
う
古
言
が
あ
る

が
、
２
月
９
日
に
初
め
て
伺
っ
て
の
一

度
き
り
の
対
面
。
こ
れ
か
ら
二
度
と
お

目
に
か
か
れ
な
い
。
何
と
い
う
時
の
巡

り
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ほ
ろ
ば
主
人

河波師からの手紙。絶筆か

「一期一会」自書。
山上宗二『茶湯者覚悟十体』より

倭詩 2016 番外編
「今ここに」

　

～
４
０
０
年
の
謎
を
解
く
～
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久
し
き
基キ
リ
ス
ト督
教
の
学
究
成
果
と
茶
道

の
接
点
に
至
っ
た
師
の
訓
話
を
拝
聴
し

て
、
こ
れ
は
頂
い
た
命
題
、
何
と
か
答

え
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
そ
の
時

心
に
決
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
月
ほ
ど
時
の
熟
成
を

待
っ
て
、
一
気
呵
成
に
書
き
上
げ
た
。

不
思
議
と
、
色
々
な
思
い
が
重
な
り

合
っ
て
、
一
つ
の
結
論
へ
と
向
か
っ
た

の
だ
。

「
何
の
直
す
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
せ

ん
」
と
の
勿
体
な
い
お
言
葉
を
頂
戴
し

て
、
印
刷
に
入
っ
た
。

そ
の
時
、
利
休
が
隠
れ
キ
リ
シ
タ

ン
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
師
は
密
か
に
お

認
め
に
な
っ
て
い
ら
し
た
が
、
対
外
的

に
今
ま
で
表
に
は
言
葉
と
し
て
は
お
出

し
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
気
付
か

さ
れ
た
。

後
日
、
侍
従
の
方
か
ら
、
あ
の
文

章
を
読
ま
れ
て
、
大
層
ご
機
嫌
が
よ

く
、
３
日
は
殊
の
外
、
お
元
気
で
、
そ

れ
を
コ
ピ
ー
し
て
、
来
客
の
皆
様
に
お

配
り
に
な
り
、
そ
し
て
そ
の
夜
示
寂
さ

れ
た
、と
。
一ひ

と
と
き時
の
ご
縁
で
あ
っ
た
が
、

あ
の
稿
が
わ
ず
か
な
り
と
も
ご
供
養
に

な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
増
し
て

有
り
難
く
も
勿
体
な
い
こ
と
は

な
か
っ
た
。

　

実
は
、
原
稿
を
綴
っ
て
い
る

際
、
不
可
思
議
な
情
景
を
想
起

し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
一
つ

の
確
信
で
も
あ
っ
た
。

仄ほ
の

暗
い
茶
室
に
座
し
、
武
将

た
ち
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
高
山
右
近
、
蒲
生

氏
郷
、
牧
村
兵
部
、
古
田
織
部
、
細
川

忠
明
の
五
哲
と
呼
ば
れ
た
高
弟
で
あ

る
。
無
論
、
中
心
は
千
利
休
。
そ
れ
が

自
分
の
身
で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
最
後

の
核
心
は
、
基
督
へ
の
信
仰
話
し
か
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
。
独
り

無
関
心
、
無
関
係
で
あ
る
訳
が
な
い
。

あ
ぁ
、
利
休
は
こ
の
座
で
、
茶
も
振ふ

る

舞ま

っ
た
で
あ
ろ
う
、
国
の
こ
と
、
秀
吉

の
こ
と
、
様
々
に
問
答
し
た
で
あ
ろ
う

が
、
結
び
は
、
耶
蘇
の
精
神
に
つ
い
て

師
弟
の
垣
根
を
越
え
て
胸
襟
を
開
い
て

話
し
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず

だ
。こ

こ
で
、
利
休
自
身
、
キ
リ
シ
タ

ン
で
な
け
れ
ば
、
話
の
辻
褄
が
合
わ
な

い
。
利
休
が
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ

て
こ
そ
歴
史
の
奥
が
如
実
に
見
え
て
来

茶
に
馴
染
み
の
薄
い
自
分
、
意
識

に
さ
え
上の
ぼ

ら
な
か
っ
た
千
利
休
。だ
が
、

二
つ
の
流
れ
が
、
体
に
入
っ
た
か
の
よ

う
に
感
じ
ら
れ
た
。

三
世
の
事
々
が
、
合
し
て
一
つ
に

な
っ
た
刹
那
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
思
い
の
丈た
け

を
書
き
上
げ
た
初

稿
を
、
す
ぐ
さ
ま
師
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
伝

え
し
た
。

2 月 9 日、東京練馬の光明園を訪問、河波師との初対面を果たす。左は、引導し
て頂いた佐々木有一氏。氏は長く銀行・企業の重職を歴任後、66 歳の退職時に仏
縁に会い、発心して 10 年にして春秋社から大著「近代の念仏聖者　山崎弁榮」を
上梓。老齢にして短期間で、難解な仏教哲理を理解され著されたことは、実に驚
嘆すべきことである。

「千家歴代茶杓」右より千利休、
少庵、宗旦の茶杓。
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る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
結
束
力
に
て

爾
来
４
０
０
年
の
磐
石
の
基
礎
を
築
い

た
と
感
じ
た
。

様
々
に
書
か
れ
た
利
休
に
関
わ
る

書
籍
や
、
あ
る
い
は
映
像
で
、
そ
こ
ま

で
立
ち
入
っ
た
も
の
を
知
ら
な
い
。
だ

が
、
こ
の
事
実
は
や
が
て
歴
史
上
の
真

相
と
し
て
証
明
さ
れ
る
日
が
必
ず
来
る

で
あ
ろ
う
。

　

何
故
、
門
外
漢
の
自
分
が
こ
れ
に
関

わ
る
の
か
不
思
議
で
な
ら
な
か
っ
た

が
、
そ
の
因
縁
が
近
き
祖
先
に
あ
る
こ

と
を
報し
ら

さ
れ
た
。

戦
国
武
将
で
信
長
の
女じ

ょ
せ
い婿
、
利
休

七
哲
の
一
人
、
蒲
生
氏
郷
。
私
の
母
方

の
倉
田
家
の
出
自
は
、
会
津
若
松
。
そ

の
先
は
、
日
野
町
生
ま
れ
の
近
江
商
人

で
滋
賀
。
そ
の
領
地
で
の
大
将
が
氏
郷

で
あ
っ
た
。
天
正
18
（
１
５
９
０
）
年
、

秀
吉
よ
り
時
の
勲く

ん

功
（
42
万
石
か
ら

92
万
石
）
で
奥
羽
仕
置
き
の
た
め
会
津

に
移
封
さ
れ
た
。
そ
れ
よ
り
先
、
私
の

遠
祖
で
検
断
（
庄
屋
）
と
な
っ
た
初
代
・

倉
田
新
右
衛
門
為
實
は
氏
郷
に
命
じ
ら

れ
、
28
年
前
の
永
禄
５
（
１
５
６
２
）

年
に
滋
賀
よ
り
会
津
入
り
し

た
。
そ
こ
で
、
城
下
町
整
備

の
た
め
の
基
盤
を
築
い
た
後
、

氏
郷
を
迎
え
、
会
津
が
開
か

れ
た
と
い
う
。

氏
郷
は
、
そ
れ
以
前
に
高

山
右
近
に
引
導
さ
れ
て
キ
リ

シ
タ
ン
大
名
と
な
り
、
そ
し

て
、
利
休
と
の
接
点
が
あ
り
、

し
か
も
高
弟
と
し
て
の
待
遇

と
見
識
を
持
っ
て
い
た
。
利

休
は
氏
郷
を
「
文
武
二
道
の

御
大
将
に
て
、
日
本
に
お
い

て
一
人
、
二
人
の
御
大
将
」

と
評
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

少
な
か
ら
ず
、
そ

の
よ
う
な
差
し

迫
っ
た
状
況
の
中

で
、
茶
の
湯
と
耶

蘇
教
、
そ
し
て
藩

主
将
軍
と
し
て
の

責
務
が
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
会

津
の
築
城
で
、
氏

郷
の
郷
里
・
若
松

と
家
紋
・
鶴
紋
を

両ふ
た

つ
な
が
ら
由
来

と
し
て
「
鶴
ヶ
城
」

と
名
付
け
た
。
そ

し
て
、そ
こ
に
茶
室「
麟り
ん
か
く閣
」が
あ
っ
た
。

天
正
19
（
１
５
９
１
）
年
２
月
28

日
、
利
休
自
害
の
前
年
、
既
に
氏
郷
は

会
津
に
移
り
住
ん
で
居
た
。
千
家
が
茶

の
湯
の
世
界
か
ら
追
放
さ
れ
た
折
、
氏

郷
は
利
休
の
道
が
途
絶
え
る
の
を
惜
し

み
、
そ
の
子
・
少
し
ょ
う
あ
ん庵
を
会
津
に
匿

か
く
ま
い
、

徳
川
家
康
と
共
に
、
千
家
復
興
を
秀
吉

に
働
き
か
け
た
。そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
、

文
禄
３
（
１
５
９
４
）
年
頃
、「
少
庵

召
出
状
」
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
少

庵
は
京
に
帰
し
、
千
家
を
再
興
し
、
一

子
「
宗
旦
」
に
引
き
継
が
れ
た
。
更
に
、

鶴ヶ城茶室「麟閣」
鶴ヶ城

　　　　　　
　　　　　　　蒲生氏郷（1556-1595）
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宗
左
、
宗
室
、
宗
守
の
三
人
の
孫
に
よ

り
表
、
裏
、
武
者
小
路
三
千
家
の
基
が

興
隆
さ
れ
、今
日
に
ま
で
継
承
さ
れ
た
。

そ
の
匿

か
く
ま
わ
れ
た
少
庵
が
氏
郷
の
為

に
造
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
が
、
前
述

の
「
麟
閣
」
で
あ
っ
た
。

少
庵
を
匿
う
の
は
氏
郷
で

あ
っ
た
が
、
預
け
た
の
も
利
休

で
は
な
か
っ
た
か
。
い
づ
れ
に

し
て
も
両
者
に
は
言
う
に
言

わ
れ
な
き
深
い
絆
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
表
は
茶
の
湯
、
裏
は

耶
蘇
教
。
で
あ
る
が
故
に
、
千

「少庵召出状」
【大意】
（秀吉様の）御意として申し入れます。
あなたを召し出されるとの仰せです
ので、急いで上洛してください。そ
のことを申し伝えます。
徳川家康と 蒲生氏郷 が千少庵に宛て
た連署状で、 「少庵召出状」として表
千家不審菴に伝わる。

家
断
絶
の
危
機
を
救
っ
た
の
は
、
そ
し

て
今
日
の
茶
道
在
る
は
、
氏
郷
の
何
を

お
い
て
も
の
功
労
、
殊
勲
で
は
な
か
っ

た
か
。

そ
ん
な
必
然
的
背
景
を
元
に
、「
今
、

こ
こ
に
」
の
結
論
に
至
っ
た
。

　

４
０
０
年
の
謎
が
、
様
々
な
因
縁
の

糸
を
手た

ぐ繰
り
寄
せ
て
、
こ
こ
に
溶と

け
解ほ

ど

け
た
よ
う
に
思
う
。

こ
の
お
点
前
の
客
人
と
は
、
こ
れ
が

最
後
か
も
し
れ
ぬ
と
思
い
定
め
た
時
、

自
ず
か
ら
襟
を
正
し
て
一
一
の
所
作
に

万
感
の
思
い
を
込
め
て
振
る
舞
う
、
そ

の
心
得
こ
そ
「
一
期
一
会
」。

そ
の
一
期
一
会
の
連
綿
た
る
連
な

り
こ
そ
、
日
本
の
心
の
歴
史
で
も
あ
る

で
あ
ろ
う
。

河
波
定
昌
師
と
の
生
涯
た
だ
一
度

の
出
会
い
、
そ
の
「
一
期
一
会
」
の
尊

さ
に
、
如
来
と
人
の
情
け
に
慟な
哭
く
今

が
あ
っ
た
。

千少庵（天文 15（1546）年 - 慶長 19 年 9月 7
日（1614 年 10 月 10 日））茶人。千利休の養
子にして女婿。千宗旦の父。

河波定昌 :1930 年京都生まれ。1960 年京都大学大学院文学研究
科博士課程修了後、東洋大学に勤務し、同大学付属東洋学研究
所所長などを歴任、2000 年に退職。文学博士。現在、東洋大
学名誉教授、光明修養会上首、米国学士院終身特別名誉会員。
その間、明治大学、上智大学（大学院）、聖アントニオ神学院
等の非常勤講師、文部省学位授与機構専門部員（哲学神学部門）、
放送大学講師等を歴任。前東西宗教交流学会会長、日本宗教学
会（名誉会長）、比較思想学会、日本ヤスパース協会、日本クザー
ヌス学会等の理事・評議員。2016 年 4月 3日没。


