
序

茶
道
の
哲
学
的
研
究
書
の
久
し
ぶ
り
の
登
場
で
あ
る
︒
私
は
こ
れ
を
︑
大
い
に
慶
賀
し
た
い
︒

本
格
的
な
哲
学
書
と
し
て
の
茶
道
書
が
な
か
な
か
現
れ
な
い
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
哲
学
﹂
と
い
う
学
問
の
持
つ

宿
命
で
も
あ
る
︒

そ
も
そ
も
﹁
哲
学
﹂
と
は
い
か
な
る
学
問
で
あ
る
の
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
私
も
︑
哲
学
者
の
末
席
に
連
な
る
者
と
し
て
︑
私

な
り
の
考
え
が
あ
る
が
︑
こ
ゝ
で
は
私
見
を
出
す
の
を
避
け
︑
手
許
の
辞
典
を
繰
っ
て
み
よ
う
︒

世
界
や
人
生
の
究
極
の
根
本
原
理
を
客
観
的
・
理
性
的
に
追
求
す
る
学
問
︒
と
ら
わ
れ
な
い
目
で
事
物
を
広
く
深
く
見
る
と
と

も
に
︑
そ
れ
を
自
己
自
身
の
問
題
と
し
て
究
極
ま
で
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
︒

︵
小
学
館
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄︶

ど
な
た
が
お
書
き
に
な
っ
た
か
分
か
ら
な
い
が
︑
ま
こ
と
に
見
事
な
説
明
で
あ
る
︒
私
は
感
動
し
た
︒
特
に
﹁
そ
れ
を
自
己
自
身

の
問
題
と
し
て
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
に
深
く
同
感
し
た
︒

世
に
哲
学
者
と
自
称
し
︑
ま
た
他
称
さ
れ
る
学
者
は
少
く
な
い
が
︑
そ
れ
ら
の
方
々
の
中
に
は
︑
歴
史
上
著
名
な
哲
学
者
た
ち
の

哲
学
の
内
容
の
整
理
紹
介
を
専
ら
と
し
︑
哲
学
を
︑
本
当
に
自
己
の
生
き
方
の
根
本
に
関
る
問
題
と
し
て
掘
り
下
げ
よ
う
と
は
な
さ

i



ら
な
い
方
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
︒
そ
う
い
う
方
々
の
業
績
は
︑
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
貴
重
で
は
あ
る
が
︑
私
は
や
は
り
︑﹁
そ
れ

を
自
己
自
身
の
問
題
と
し
て
究
極
ま
で
求
め
よ
う
と
す
る
﹂
研
究
者
に
い
っ
そ
う
の
共
感
を
持
つ
︒
本
書
の
著
者
も
そ
う
い
う
研
究

者
の
一
人
で
あ
る
︒

本
書
の
著
者
の
朴
珉
廷
さ
ん
は
︑
大
学
院
で
茶
道
の
学
問
的
研
究
に
励
み
︑
修
士
・
博
士
の
学
位
も
取
得
し
た
学
者
で
あ
る
が
︑

同
時
に
︑
情
熱
的
な
茶
道
の
実
践
者
で
も
あ
る
︒
茶
道
を
学
ぶ
と
と
も
に
︑
多
く
の
人
に
茶
道
を
教
授
し
︑
茶
会
を
主
催
し
︑
茶
室

の
設
計
指
導
も
こ
な
す
︑
ま
さ
に
﹁
学
行
一
如
﹂
の
人
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
本
書
の
哲
学
的
論
考
に
は
︑
実
践
の
裏
付
け
が
あ
り
︑

そ
こ
に
本
書
の
一
つ
の
良
き
特
色
も
あ
る
︒

振
り
返
っ
て
み
る
と
︑
後
世
に
長
く
読
み
伝
え
ら
れ
る
︑
す
ぐ
れ
た
芸
術
的
論
考
を
生
み
出
し
た
人
た
ち
の
多
く
は
︑
机
上
の
研

究
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
実
践
の
人
で
も
あ
っ
た
︒
定
家
︑
世
阿
弥
︑
心
敬
︑
珠
光
︑
紹
鷗
︑
利
休
な
ど
︑
み
な
そ
う
で
あ
っ
た
︒

実
践
を
伴
う
研
究
者
た
ち
は
︑
そ
の
よ
う
な
強
み
を
持
つ
反
面
︑
理
想
の
実
現
の
た
め
に
多
く
の
時
間
を
奪
わ
れ
る
が
故
に
︑
学

的
研
究
面
で
の
弱
点
の
発
生
を
防
ぐ
こ
と
が
難
し
い
︒
本
書
の
著
者
に
も
そ
れ
が
あ
る
︒
そ
れ
の
克
服
は
︑
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
も

あ
ろ
う
︒

私
は
︑
こ
の
本
の
著
者
が
︑
持
前
の
ね
ば
り
強
さ
と
情
熱
を
傾
け
て
︑
学
問
・
実
践
の
両
面
で
更
に
向
上
さ
れ
る
こ
と
を
信
じ
︑

期
待
し
て
い
る
︒

二
〇
一
九
年
二
月

洛
南

桂

無
庵
に
て

倉

澤

行

洋

ii



iii

は

じ

め

に

従
来
︑
茶
湯
に
お
い
て
は
﹁
わ
び
﹂﹁
さ
び
﹂
が
重
視
さ
れ
て
き
た
が
︑﹁
麁そ

相そ
う

﹂
が
そ
れ
に
劣
ら
ぬ
重
要
な
理
念
で
あ
る
こ

と
を
︑
私
は
本
書
で
明
ら
か
に
し
た
い
︒

普
通
︑﹁
そ
そ
う
﹂
は
﹁
あ
ら
い
﹂﹁
粗
末
﹂﹁
不
始
末
﹂
な
ど
︑
否
定
的
な
意
味
を
表
し
︑
現
代
日
本
で
は
﹁
そ
そ
う
︵
粗

相
︶
の
な
い
よ
う
に
﹂
と
は
言
っ
て
も
﹁
そ
そ
う
に
な
る
よ
う
に
﹂
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
日
本
の
数
寄
茶

湯
を
伝
え
る
茶
書
﹃
山
上
宗
二
記
﹄
に
は
︑
茶
人
の
心
得
を
伝
え
る
最
も
大
事
な
項
目
の
な
か
で
︑﹁
そ
そ
う
﹂
が
肯
定
的
に

唱
え
ら
れ
て
い
る
︒﹃
山
上
宗
二
記
﹄
に
お
い
て
︑
茶
人
の
在
り
様
を
は
じ
め
︑
も
て
な
し
︑
懐
石
︑
茶
室
︑
灰
形
︑
取
り
合

わ
せ
の
在
り
様
に
至
る
ま
で
︑
茶
湯
を
成
り
立
た
せ
る
重
要
な
諸
要
素
に
つ
い
て
﹁
そ
そ
う
﹂
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
た
私
は
︑
学
会
で
発
表
し
︑
研
究
を
進
め
て
き
た
︒

そ
こ
で
︑
気
付
い
た
こ
と
は
︑﹁
そ
そ
う
﹂
が
︑﹁
十
体
﹂
の
中
か
ら
示
さ
れ
た
﹁
風
体
﹂
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
︒﹁
十
体
﹂

と
は
︑
十
の
﹁
風
体
﹂
と
い
う
意
味
で
︑
藤
原
定
家
に
始
ま
る
﹁
藝
術
論
﹂
で
あ
る
が
︑
山
上
宗
二
は
茶
湯
に
お
け
る
独
自

の
﹁
十
体
﹂
を
掲
げ
て
い
る
︒﹁
風
体
﹂
と
は
︑
従
来
藝
論
で
は
﹁
姿
﹂
に
相
通
じ
る
用
語
で
あ
る
た
め
︑
近
代
西
洋
の
美
学

か
ら
論
じ
ら
れ
る
際
は
︑
主
に
姿
の
み
を
対
象
に
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
日
本
の
﹁
風
体
﹂
の
特
徴
は
︑﹁
姿
﹂
と
共

に
﹁
心
﹂︑
す
な
わ
ち
藝
を
行
う
主
体
の
﹁
心
の
在
り
様
﹂
を
も
伴
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
心
の
方
を
抜
き
に
し
て
︑
姿
の

み
を
論
じ
る
こ
と
は
︑
車
の
片
輪
の
み
で
動
か
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
等
し
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
本
書
で
は
︑﹁
風
体
﹂
の



iv

立
場
か
ら
両
方
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒

﹁
姿
と
心
﹂
と
の
関
係
は
︑
ま
る
で
﹁
体
と
心
﹂
と
同
様
で
あ
る
︒
二
つ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
実
際
は
︑
そ
の
二
つ
は

繫
が
っ
て
い
る
︑
一
つ
で
あ
る
︑﹁
不
二
﹂
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
論
理
展
開
の
便
宜
上
︑﹁
姿
﹂
と
﹁
心
﹂
と
を

切
り
離
し
て
い
る
点
を
︑
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
︒

な
お
﹁
麁
相
﹂
の
﹁
麁
﹂
は
仏
教
経
典
の
教
義
で
は
﹁
妙
み
ょ
う

﹂
と
合
し
て
﹁
麁
妙
﹂
の
対
義
語
を
つ
く
る
が
︑
こ
れ
は
金
春

禅
竹
の
能
楽
論
に
お
い
て
は
﹁
麁
に
し
て
さ
ら
に
妙
﹂
な
る
無
上
の
姿
︑
境
地
を
示
す
語
で
あ
っ
た
︒﹃
山
上
宗
二
記
﹄
で
い

う
﹁
そ
そ
う
﹂
も
︑
一
般
的
に
い
う
︑
し
て
は
い
け
な
い
悪
し
き
﹁
そ
そ
う
﹂
で
は
な
く
︑
理
想
的
姿
︵
風
体
︶・
境
地
と
し

て
の
善
き
﹁
そ
そ
う
﹂
と
捉
え
ら
れ
る
︒

私
は
日
本
茶
道
が
追
求
し
た
こ
の
理
想
を
︑﹁
そ
そ
う
の
哲
学
﹂
と
し
て
論
じ
た
い
︒
こ
の
﹁
そ
そ
う
﹂
こ
そ
︑
東
ア
ジ
ア

世
界
で
い
つ
の
時
代
に
も
求
め
ら
れ
続
け
て
き
た
﹁
自じ

然ね
ん

﹂
に
ほ
か
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
︒﹁
そ
そ
う
﹂
の
背
景
に
あ
る
︑
茶
禅

一
味
の
茶
道
観
は
﹁
人
生
哲
学
﹂
と
し
て
︑
藝
術
論
を
基
盤
と
し
た
風
体
論
は
﹁
藝
術
哲
学
﹂
と
し
て
︑
人
が
四
季
折
々
の

自
然
と
共
に
あ
る
こ
と
を
善
し
と
す
る
自
然
観
は
﹁
環
境
哲
学
﹂
の
世
界
観
と
し
て
︑
示
唆
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
︑
読
者
の

皆
様
に
届
け
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

二
〇
一
九
年
二
月

朴

珉

廷

︿
付
記
﹀
本
書
出
版
に
あ
た
っ
て
は
︑
公
益
財
団
法
人
三
徳
庵
か
ら
﹁
茶
道
文
化
学
術
助
成
金
﹂
を
頂
く
こ
と
が
で
き
た
︒

こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
︒
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あ

と

が

き

障
子
窓
か
ら
入
る
日
差
し
は
︑
茶
室
を
や
さ
し
く
包
み
︑
聞
こ
え
る
の
は
�
の
煮
え
音
だ
け
︒
そ
こ
で
私
は
一
服
の
お
茶
を

い
た
だ
い
た
︒
瞬
間
︑
心
か
ら
平
和
を
飲
ん
だ
と
い
う
実
感
が
し
た
︒
当
時
︑
一
枚
の
障
子
窓
越
し
の
ソ
ウ
ル
の
街
は
︑
催
涙

弾
の
に
お
い
が
ま
だ
漂
っ
て
い
た
時
代
だ
っ
た
︒
の
ち
に
︑﹁
一
盌
か
ら
ピ
ー
ス
フ
ル
ネ
ス
﹂
と
い
う
裏
千
家
千
玄
室
先
生
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伺
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
︑
私
は
︑
初
め
て
お
茶
に
出
会
っ
た
そ
の
瞬
間
を
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
︒

そ
の
後
︑
私
は
お
茶
の
稽
古
に
通
い
始
め
た
︒
お
点
前
は
︑
自
分
を
自
分
で
見
つ
め
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な

稽
古
が
終
わ
る
と
︑
自
分
が
清
め
ら
れ
た
気
分
に
な
っ
た
︒
ま
る
で
坐
禅
後
の
よ
う
に
︑
あ
る
い
は
教
会
で
の
礼
拝
後
の
よ
う

に
︒
自
分
を
清
め
る
た
め
に
は
お
茶
を
す
れ
ば
よ
く
︑
宗
教
は
い
ら
な
い
と
思
っ
た
私
に
と
っ
て
︑
お
茶
が
私
の
宗
教
に
な
っ

て
く
れ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
そ
の
お
稽
古
が
続
く
と
︑﹁
利
休
の
茶
﹂︑﹁
茶
の
心
﹂︑﹁
わ
び
﹂︑﹁
さ
び
﹂
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
う
け

れ
ど
も
︑
皆
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
思
い
を
語
る
よ
う
で
︑﹁
本
当
の
利
休
の
お
茶
は
な
に
か
﹂
と
は
自
分
で
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
︑﹃
山
上
宗
二
記
﹄
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
︒
利
休
の
お
茶
を
知
る
最
も
大
事
な
ご
縁
が

で
き
た
の
で
あ
る
︒
利
休
を
知
ろ
う
と
す
る
う
ち
に
︑
い
つ
の
間
に
か
︑
作
者
山
上
宗
二
は
私
の
恋
人
に
な
っ
て
い
た
︒
寝
て

も
覚
め
て
も
彼
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
︒
そ
れ
は
修
士
論
文
を
書
く
時
だ
っ
た
︒
私
は
︑
利
休
が
︑
ま
た

宗
二
が
目
指
し
た
茶
人
は
ど
う
い
う
者
で
あ
っ
た
か
を
問
い
か
け
た
︒
答
え
は
︑﹁
ま
ず
名
人
に
な
っ
て
︑
そ
し
て
道
具
一
種

を
楽
し
む
侘
び
数
寄
﹂
で
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
せ
っ
か
く
宗
二
が
﹁
風
体
﹂
と
い
う
こ
と
ば
で
説
い
て
く
れ
る
教
え
が
︑
な
か
な
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
こ

で
︑
第
三
の
出
会
い
が
生
ま
れ
た
︒
倉
澤
行
洋
先
生
と
の
ご
縁
で
あ
る
︒
著
書
﹃
藝
道
の
哲
学
﹄
を
通
し
て
︑
心
の
修
行
と
風

253



体
に
関
す
る
優
れ
た
研
究
成
果
の
あ
る
倉
澤
先
生
が
︑
私
の
疑
問
に
耳
を
傾
け
て
下
さ
っ
た
︒
お
か
げ
で
﹁
守
破
離
﹂
の
修
行

の
三
段
階
か
ら
入
っ
て
﹁
わ
び
﹂
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
少
し
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
︑
実
際

自
分
で
お
茶
を
表
現
す
る
時
︑
こ
れ
が
﹁
わ
び
﹂
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
時
︑
運
命
的
な
﹁
そ
そ

う
﹂
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
︒
私
は
﹁
そ
そ
う
﹂
に
出
会
っ
て
か
ら
︑
や
っ
と
安
心
し
た
︒﹁
そ
そ
う
﹂
は
︑
数
寄
茶
湯
の
原

点
に
あ
っ
て
︑
茶
を
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
︑
ま
た
茶
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
目
指
す
べ
き
か
を
︑
目
に
見
え
る
よ
う

に
︑
手
に
と
る
よ
う
に
︑
教
え
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
や
さ
し
い
こ
と
ほ
ど
︑
難
し
い
も
の
で
あ
る
︒﹁
そ
そ
う
﹂

つ
ま
り
﹁
自
然
体
﹂
で
あ
る
こ
と
︑
そ
れ
を
生
き
る
こ
と
は
そ
う
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
︒
三
歳
で
も
わ
か
る
こ
と
を
八
十
歳

が
行
う
の
は
む
ず
か
し
い
と
古
人
も
言
っ
た
よ
う
に
︒

私
は
以
前
か
ら
ま
わ
り
に
こ
う
よ
く
言
っ
て
き
た
︒﹁
そ
そ
う
﹂
と
い
う
大
事
な
こ
と
を
後
世
の
日
本
の
茶
人
が
見
過
ご
し

て
い
る
か
ら
︑
宗
二
が
茶
の
信
者
で
あ
る
私
を
わ
ざ
わ
ざ
韓
国
か
ら
呼
ん
で
く
れ
た
の
だ
と
︒
そ
し
て
い
よ
い
よ
宗
二
の
思
い

を
﹁
そ
そ
う
の
哲
学
﹂
と
し
て
︑
世
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
ご
縁
の
あ
っ
た
方
々
に
心
よ
り
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
︒
特
に
悪
し
き
そ
そ
う
で

世
話
が
焼
け
る
弟
子
を
寛
大
に
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
倉
澤
先
生
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
︒
な
ら
び
に
本
書
の
第
一
読
者
と
し

て
︑
私
を
励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
た
編
集
者
の
大
地
亜
希
子
さ
ん
に
こ
こ
ろ
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
︒

最
後
に
﹁
そ
そ
う
の
哲
学
﹂
と
し
て
﹃
山
上
宗
二
記
﹄
を
書
き
残
し
て
く
れ
た
山
上
宗
二
に
本
書
を
捧
げ
た
い
︒

二
〇
一
九
年
二
月

﹁
哲
学
の
道
﹂
を
歩
み
な
が
ら

朴

珉

廷
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I’d be happy if I could convey these messages to the readers. First, the essential

meaning of “Soso” is based on Zen in the Way of Tea which is the philosophy of life.

Second, the Way of Art（Futei theory）is based on philosophy of Art. Third, “the

view of the nature” is environmental philosophy that is harmonized with nature in

each season.

Minjeong Park, Ph.D.

〈English Editorial Supervision by Sokyo（宗京）Kasai and Somi（宗弥）Yamashita〉

The publication of this book was supported by the grant from the Tea Culture

Scholarship of the Santokuan Foundation（三徳庵、茶道文化学術助成金）, a

public interest foundation.



Having examined these references, I have discovered “Soso” in the Yamanouesoji-ki

as a fundamental and indispensable philosophy of Chado that influenced many

elements that made it possible to form the Way of Tea. They are seen in the ideal

attitude of a Chajin, how to treat guests, how to set up a tearoom, how to make

kaiseki, how to prepare ash, and how to harmonize every utensil.

I was so interested in “Soso.” For the research, I depended on the theory of “the

Way of Art” by Dr. Yukihiro Kurasawa. He defined “the Way of Art” as “From the

appearance to mind and then from mind to the appearance again（姿から心へ、心

から姿へ）.” The theory is unique because it includes and shows the purpose,

method, and direction of “the Way of Art” step-by-step and in a practical manner.

Appreciating and making use of his theory, I was able to achieve that philosophy of

“Soso.”

In the Buddhist scriptures, “So（麁）” is often combined with “Myo（妙）” and

makes a word “Somyo（麁妙）” which Konparu Zenchiku（金春禅竹1405〜1471）

also valued as the highest form and the status of a Noh performer in his Noh theory.

The term of “Soso” in the Yamanouesoji-ki is not used as a “bad Soso” but rather a

“good Soso” or even an ideal attitude. Here, I can identify the philosophy of “Soso” in

“Suki Chanoyu,” too, which was inherited from the Way of Tea that was developed

and passed down through Shuko（珠光）as a ounder, and Joo（紹鷗）and Sen

Rikyu. Originally, the “Soso” spirit was based on Zen Buddhism（茶禅一味）, and

was developed together with the tradition of “Futei” theory in traditional Japanese

arts. And finally, the traditional sense of nature that has been shared in East Asian

countries where people’s lives are deeply involved in each of the four seasons was

blended and harmonized into one and “Suki Chanoyu” emerged.

In conclusion, I would like to observe that “the natural form（自然体）” came out

of the state of the mind of “free from any conditions ‘Ri（離）’”, the last stage in the

theory of the stage of the training “Shu Ha Ri（守破離）.”



The Philosophy of “Soso” in the Way of Tea

―The origin of “Suki” in the Way of Tea（Chado）―

In the past, “Wabi（わび）” and “Sabi（さび）” were emphasized in the Way of Tea,

but in this book I made it clear that “Soso（麁相）” is an important philosophy as

well.

Generally, in Japan, “Soso” means a negative thing like “rough,” “coarse,” or

“mistake.” People would often say “Don’t do Soso!” but, they would never say “Do

Soso.” However, in the Yamanouesoji-ki（『山上宗二記』1588）, “Soso” is presented

as a fundamental and essential appearance and philosophy in the attitude of every

aspect of the Way of Tea, as follows:

1. As a Chajin（tea person）, keep in mind appearances with “Soso” but establish

the inside with good faith.

2. As a form of hospitality, not only for the aristocrat and the tea master but also

the ordinary person, do outside in “Soso” but prepare for the guests feeling that you

host for experts and masters in spirit.

3. As for the condition of ash, put the ash in every detail carefully but the look is

“Soso.”

4. For Kaiseki, prepare it by expending time, effort, and money, but still make the

Kaiseki look like “Soso.”

5. In setting up a tearoom, make it look “Soso” in the same way as the Kaiseki

cuisine.

6. As a way of making harmony with the utensils, for instance, isn't it even more

interesting to use gorgeous tea utensils in a “Soso” tea room? That would be so

attractive and sophisticated since Shuko（珠光）used to say that “a fine horse is

suitable to a straw hut.”
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◎著者略歴◎

朴 珉廷（Park MinJeong）

韓国出身、日本茶文化研究者。芸術学博士（宝塚造形芸術大

学大学院）。

韓国外国語大学を卒業後、茶の道を求め、茶道裏千家専門学

校で修行（裏千家みどり会奨学金を得る）。その後、裏千家

ソウル支部で茶道師範として活動。「『山上宗二記』にみる茶

人観」という論文で修士学位取得（中央大学 韓国）、韓国の

大学で非常勤講師として活動後、ふたたび日本留学（平和中

村財団の奨学金を得る）。茶室「陵風」設計プロデュース

（2017）。

現在、西京大学韓日文化藝術研究所特別研究員（韓国）、国

際伝統藝術研究会幹事、世界禅茶文化交流大会コーディネー

ター、心茶会・茶の湯文化学会会員。

主な著書等に『そそう―茶の理想的姿を求めて―』（f.c. l

Publish、2017）、『茶室露地大事典』共同執筆（淡交社、

2018）、「茶道，遊戯の人文学」（『遊び文化に見る日本』共著、

J & C、2018、韓国）、『日本茶道の理論と実技』訳書（月刊

茶道（韓国）、2007）、「韓国の茶文化」翻訳（『野村美術館研

究紀要』第22号、2013）など。


