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第
一
節

茶
式
の
神
髄

一

茶
道
の
精
義

茶
と
は
古
よ
り
中
華
文
明
と
結
び
つ
き
︑
古
式
に
の
っ
と
っ
た
神
秘
的
な
中
国
茶
道
を
育
ん
で
き
た
︒

茶
道
と
は
︑
人
類
の
飲
茶
の
基
本
で
あ
り
︑
そ
の
回
甘
の
体
験
︵
口
の
中
で
茶
の
味
が
苦
み
か
ら
甘
み
に
変
わ
る
こ

と
︶
に
始
ま
り
︑
茶
事
の
美
意
識
︑
や
が
て
生
命
の
悟
り
を
得
る
に
至
る
道
で
あ
る
︒
茶
人
に
と
っ
て
︑
回
甘
の
体
験
と
︑

茶
事
の
美
意
識
と
︑
生
命
の
悟
り
の
三
者
は
︑
茶
道
と
い
う
も
の
の
基
盤
で
あ
り
︑
物
質
面
︑
精
神
面
︑
心
理
面
の
三
層

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
︒
も
し
︑
回
甘
の
体
験
が
茶
の
味
を
重
ん
じ
る
こ
と
︑
茶
事
の
美
意
識
が
品
格
の
重
視
に
つ
な
が

る
と
す
れ
ば
︑
生
命
の
悟
り
は
茶
の
真
意
を
追
究
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
味
か
ら
品
格
︑
そ
し
て
真
意
に
至
る
過

程
は
︑
飲
茶
の
基
本
的
な
規
律
︑
文
化
的
価
値
の
追
究
を
体
現
し
て
い
る
︒
茶
道
は
︑
自
然
の
真
と
文
化
の
善
と
芸
術
の

美
が
一
体
化
し
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
︒
伝
統
文
化
の
土
壌
の
中
で
豊
富
な
内
容
と
体
系
が
整
い
︑
千
年
の
時
を
経
た
今

も
な
お
︑
強
靭
な
生
命
力
を
備
え
て
い
る
︒

﹁
惜
茶
愛
人
﹂
と
い
う
茶
道
の
宗
旨
を
中
核
に
し
て
︑
茶
道
を
大
き
く
三
部
に
体
系
づ
け
て
み
る
こ
と
と
す
る
︒

一
つ
に
は
茶
道
の
意
義
︒
こ
れ
は
茶
道
の
精
神
︑﹁
潔
︑
静
︑
正
︑
雅
﹂
を
含
む
美
意
識
の
角
度
か
ら
︑﹁
守
︑
真
︑
益
︑
3
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和
﹂
の
茶
の
道
徳
的
意
義
に
ま
で
及
ぶ
︒

二
つ
に
は
︑
茶
道
研
修
︒
こ
れ
は
︑
爪
の
先
ま
で
及
ぶ
喫
茶
を
享
受
す
る
生
活
︑
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
格
︑
人
生
を

達
観
す
る
研
修
方
法
で
︑
そ
の
代
表
が
︑
基
礎
茶
式
と
な
る
︒

三
つ
に
は
︑
茶
道
の
実
践
︒
す
な
わ
ち
茶
道
の
精
神
性
を
実
生
活
に
お
い
て
表
現
す
る
方
法
で
︑
茶
会
の
開
催
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
実
践
も
含
ま
れ
る
︒

茶
道
は
︑
茶
学
︑
美
学
︑
文
学
︑
宗
教
︑
哲
学
︑
倫
理
︑
道
徳
︑
民
俗
な
ど
の
多
く
の
領
域
に
及
び
︑
陶
芸
︑
書
画
︑

音
楽
︑
建
築
︑
装
飾
︑
礼
儀
︑
華
道
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
的
要
素
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
︒
茶
人
に
と
っ
て
︑
茶
道
を

学
ぶ
こ
と
は
茶
を
い
れ
て
飲
む
技
術
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
︑
自
己
を
陶
冶
し
︑
美
意
識
や
思
想
を
高
め
︑
言
葉
遣
い
や

立
ち
居
振
る
舞
い
を
よ
く
し
︑
無
欲
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
品
格
の
あ
る
人
に
さ
せ
る
の
に
も
役
立
つ
︒

茶
の
美
を
悟
る
こ
と
に
は
じ
ま
り
︑
飲
茶
の
奥
深
さ
を
知
り
︑
茶
道
の
真
理
を
悟
り
︑
茶
道
の
神
髄
に
至
る
に
は
︑
当

然
︑
一
足
飛
び
に
は
成
ら
ず
︑
階
段
を
一
段
ず
つ
上
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
茶
道
は
人
文
の
芸
術
で
あ
り
︑
実

践
の
科
学
と
い
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
当
の
知
識
を
知
り
︑
研
修
に
よ
っ
て
真
理
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︑
ま
さ
に
知

行
合
一
で
あ
る
︒

そ
れ
は
飲
茶
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
茶
の
甘
苦
や
冷
熱
の
な
か
か
ら
味
わ
い
を
見
出
す
の
は
︑
た
だ
そ
の
茶
を
飲
む

者
自
身
の
み
で
あ
る
︒
茶
道
に
お
い
て
︑
研
修
は
不
可
欠
な
過
程
で
あ
る
︒
こ
れ
は
灯
台
の
よ
う
に
茶
人
が
行
く
べ
き
方

向
を
指
し
示
し
︑
階
段
を
上
が
る
よ
う
に
茶
人
に
茶
道
の
奥
義
を
探
す
手
助
け
を
す
る
︒
茶
道
の
研
修
な
し
に
︑
茶
の
性

4
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格
と
品
質
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
く
︑
点
前
の
際
に
茶
道
の
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
な
ど
で
き
ず
︑
茶
道
の
真
理
に
は
た

ど
り
着
け
な
い
の
で
あ
る
︒

二

﹁
基
礎
茶
式
﹂

基
礎
茶
式
は
︑
洗
塵
︑
坦
呈
︑
蘇
醒
︑
法
度
︑
養
成
︑
身
受
︑
分
享
︑
放
下
と
い
う
八
つ
の
動
作
の
組
み
合
わ
せ
で
︑

こ
れ
は
︑﹁
大
益
茶
人
﹂
に
よ
る
独
創
で
あ
る
が
故
に
﹁
大
益
八
式
﹂
と
呼
ぶ
︒
茶
人
へ
の
入
門
に
は
必
修
の
基
本
所
作

で
あ
る
︒

茶
道
研
修
の
方
法
と
し
て
︑
基
礎
茶
式
は
最
も
重
要
な
︑﹁
茶
﹂﹁
水
﹂﹁
器
﹂﹁
道
﹂
の
四
つ
の
一
体
化
を
目
指
す
︒
あ

ら
ゆ
る
芸
術
は
︑
基
本
所
作
の
修
練
無
し
に
習
得
は
叶
わ
ず
︑
例
え
ば
︑
書
道
に
お
い
て
﹁
永
字
八
法
﹂
が
筆
の
使
い
方

の
基
本
を
習
得
す
る
た
め
に
︑
必
ず
学
習
す
べ
き
修
練
で
あ
る
よ
う
に
︑
茶
道
に
お
い
て
は
︑
基
礎
茶
式
で
基
本
的
な
所

作
と
各
所
作
と
道
具
の
持
つ
意
味
を
学
ぶ
こ
と
が
基
本
と
な
る
︒
基
礎
茶
式
は
茶
を
学
ぶ
た
め
の
基
本
所
作
で
あ
り
︑

各
々
の
所
作
と
段
取
り
に
は
特
定
の
意
味
が
あ
る
︒
基
本
的
な
所
作
を
学
び
︑
毎
回
心
を
込
め
て
茶
を
い
れ
︑
専
心
し
て

各
々
の
所
作
を
深
く
理
解
す
れ
ば
︑
次
の
段
階
へ
進
む
準
備
が
で
き
る
︒
当
然
︑
茶
道
研
修
者
は
勤
勉
で
ま
じ
め
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒

基
礎
茶
式
は
︑
質
朴
︑
上
品
に
し
て
お
お
ら
か
で
あ
り
︑﹁
潔
︑
静
︑
正
︑
雅
︑
守
︑
真
︑
益
︑
和
﹂
の
茶
道
精
神
を

適
切
に
表
現
し
て
い
る
︒
全
て
の
所
作
に
特
別
な
意
味
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
概
ね
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

5
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①
洗
塵

両
手
を
清
め
︑
心
を
落
ち
着
け
︑
茶
を
い
れ
る
準
備
を
す
る
︒

②
坦
呈

道
具
を
並
べ
︑
胸
襟
を
開
い
て
︑
誠
の
心
を
示
す
︒

③
蘇
醒

道
具
を
温
め
︑
湯
を
注
ぎ
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
急
須
を
目
覚
め
さ
せ
る
︒

④
法
度

茶
葉
を
量
り
取
る
︒
何
事
も
適
度
が
大
切
で
あ
る
︒

⑤
養
成

湯
が
茶
を
引
き
立
て
︑
色
︑
香
り
と
も
に
立
つ
︒

⑥
身
受

茶
が
入
り
︑
ま
ず
自
ら
が
試
飲
す
る
︒
実
践
し
た
者
が
︑
真
を
知
る
︒

⑦
分
享

友
人
た
ち
を
招
き
入
れ
︑
共
に
茶
を
楽
し
む
︒

⑧
放
下

茶
式
の
終
了
︒
茶
道
具
を
整
理
し
︑
次
に
備
え
る
︒

形
式
の
上
で
︑
基
礎
茶
式
は
静
と
動
の
動
作
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
︑
雲
水
の
如
く
自
然
で
あ
り
の
び
の
び
と
し
て
い

る
こ
と
が
重
視
さ
れ
︑
芸
術
的
に
は
美
の
極
致
を
追
究
し
︑
手
︑
目
の
動
き
︑
呼
吸
︑
動
作
︑
衣
服
︑
道
具
︑
あ
し
ら
わ

れ
た
花
や
木
は
︑
等
し
く
精
妙
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
方
法
の
上
で
は
融
通
を
き
か
せ
︑
公
衆
の
面
前
で
披
露
す

る
の
で
も
よ
く
︑
一
人
で
研
修
す
る
の
で
も
よ
い
︒
茶
道
の
点
前
の
際
︑
練
習
者
は
常
に
観
る
者
に
好
感
が
も
た
れ
る
よ

う
な
態
度
で
臨
む
こ
と
が
大
切
で
︑
研
修
の
際
は
︑
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
は
せ
ず
︑
あ
く
ま
で
静
謐
を
心
が
け
る
︒

そ
も
そ
も
︑
基
礎
茶
式
の
源
は
︑
中
国
茶
道
の
家
元
の
正
統
性
と
深
い
文
化
に
根
ざ
し
て
い
る
︒
基
礎
茶
式
が
形
と
す

る
と
こ
ろ
は
︑
お
お
ら
か
な
美
し
さ
で
あ
り
︑
基
礎
茶
式
が
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
︑
研
修
者
が
心
身
を
修
養
す
る
た
め
の

悟
り
の
茶
道
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
形
は
美
し
く
︑
意
は
深
く
︑
心
は
優
雅
に
保
ち
︑
味
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
︒
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