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要
旨　

茶
道
と
は
、
魂
・
世
界
・
美
を
迎
え
入
れ
る
三
撚
り
の
歓
迎
で
あ
る
。

從
事
於
道
者

道
者
同
於
道

道
に
向
か
う
者
を
道
は
迎
え
る

（『
老
師
道
徳
経
』
二
十
三
章
）
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茶
道
を
扱
う
書
籍
で
は
一
般
に
、
茶
道
の
真
髄
は
「
も
て
な
し
」
の
心
で
あ
る
と
定
義
さ

れ
る
。

だ
が
、
も
て
な
し
の
英
語
訳
で
あ
る
「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
は
、
人
が
む
し
ろ

避
け
て
通
り
た
い
「
ホ
ス
ピ
タ
ル
」（
病
院
）
を
想
起
さ
せ
る
も
の
だ
。
ホ
ス
ピ
タ
ル
と
い
う
言

葉
は
ま
た—
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
っ
て
も
、苦
悩
や
欠
乏
と
い
っ
た
負
の
状
態—

つ
ま
り
「
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
」
を
受
け
る
側
の
マ
イ
ナ
ス
の
状
態
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

し
か
し
茶
会
に
お
け
る
客
は
困
窮
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
何
か
を
要
求
し
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
。

亡
命
者
で
も
な
け
れ
ば
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
も
、
病
人
で
も
な
い
。
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よ
っ
て
「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
」
は
正
し
い
表
現
で
は
な
い
。

で
は
、
茶
道
の
本
質
を
最
も
的
確
に
表
す
言
葉
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

杲

一
年
前
、
わ
た
し
は
小
笠
原
の
海
で
イ
ル
カ
と
一
緒
に
泳
ぎ
な
が
ら
、
圧
倒
的
な
「
歓
迎
」

を
体
験
し
た
。

自
由
で
、
人
間
の
大
人
よ
り
も
大
き
く
強
い
動
物
が
、
あ
な
た
が
入
る
場
を
あ
け
て
く
れ
る

の
だ
。
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群
れ
の
中
に
、
彼
ら
の
生
き
る
世
界
に
、
標
識
も
な
く
途
方
も
な
く
深
い
ペ
イ
ン
ズ
グ
レ
ー

の
大
海
原
に
、
言
葉
も
文
法
も
な
い
海
中
に—

あ
な
た
の
居
場
所
を
そ
っ
と
作
り
、
迎
え
入

れ
て
く
れ
る
の
だ
。

歓
迎
（
歓
び
迎
え
る
）
と
は
接
待
の
こ
と
で
は
な
い
。
ホ
テ
ル
の
ド
ア
マ
ン
や
、
魅
力
的
で

は
な
い
が
身
な
り
は
良
い
大
使
だ
と
か
、
あ
る
い
は
貧
し
い
一
家
が
、
見
知
ら
ぬ
他
人
に
敬
意

を
示
そ
う
と
持
て
る
も
の
を
提
供
す
る
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

杲

歓
迎
は
、
気
に
し
な
い
。
人
の
評
判
を
。
あ
な
た
の
評
判
を
。
あ
な
た
が
あ
ら
ゆ
る
表
面
的
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な
し
る
し
で
示
そ
う
と
す
る
も
の
を
。

歓
迎
す
る
者
は
、
裁
か
な
い
。
あ
な
た
の
体
や
、
年
齢
や
、
シ
ワ
や
、
あ
な
た
を
縛
る
見
せ

か
け
の
自
分
を
。

歓
迎
は
単
純
に
、
場
所
を
あ
け
る
の
だ
。
あ
な
た
ら
し
さ
に
対
し
て
。
他
者
と
は
違
う
奇
妙

さ
に
で
は
な
く
、
唯
一
無
二
の
、
あ
な
た
と
い
う
独
自
の
個
性
に
対
し
て
、
居
場
所
を
つ
く
る

の
で
あ
る
。

歓
迎
は
静
穏
に
、
あ
た
た
か
く
、
あ
な
た
を
映
し
出
す
。

歓
迎
と
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
だ
。—
人
を
裁
く
こ
と
の
な
い
、
個
の
独
自
性
に
対
す
る
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歓
迎—

そ
れ
は
こ
の
う
え
な
く
圧
倒
的
な
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
驚
き
の
中
で
あ
な
た
は
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
を
理
解
し
、
心
の
中
に
音

楽
を—
自
分
の
親
や
言
語
や
民
族
に
反
復
を
強
要
さ
れ
る
の
と
は
違
う
音
楽
を—

聴
く
の

だ
か
ら
。
時
に
は
親
や
言
語
や
民
族
と
同
じ
音
色
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ

ど
も
、
今
ま
で
あ
な
た
は
そ
の
リ
ズ
ム
や
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
本
当
に
「
自
分
の
も
の
」
で
あ
る
こ

と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
あ
な
た
を
形
づ
く
り
、
あ
な
た
を
定
義
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
知

ら
な
か
っ
た
。

杲
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そ
れ
ほ
ど
に
強
烈
な
歓
迎
の
体
験
は
、
人
生
を
変
え
う
る
。
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
歓

び
迎
え
ら
れ
た
と
い
う
衝
撃
的
な
気
づ
き
の
中
で
、
あ
な
た
は
自
分
自
身
を
、
自
分
と
い
う
存

在
を
、
歓
迎
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
か
ら
。

歓
迎
す
る
者
は
我
々
の
本
姓
を
明
ら
か
に
し
て
見
せ
、
そ
し
て
我
々
も
自
分
自
身
を
明
ら

か
に
で
き
る
の
だ
と
教
え
て
く
れ
る
。

こ
の
啓
示
が
も
た
ら
す
新
鮮
で
歓
び
に
満
ち
た
、
胸
踊
る
感
情
は
、
あ
な
た
と
歓
迎
す
る
者

と
が
共
謀
意
識
を
持
つ
こ
と
で
増
大
す
る
。





16

い
ち
ど
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
は
知
っ
て
い
る
。
長
く
焦
が
れ
続
け
た
こ
の
啓
示
、
も

う
待
つ
の
も
止
め
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
の
悟
り—

自
分
が
も
は
や
以
前
と
は
別
の
人
間
に
な
っ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
。

そ
し
て
歓
迎
す
る
者
は
微
笑
み
を
浮
か
べ
る
。
人
と
分
か
ち
合
う
時
に
自
分
を
も
照
ら
す
こ

の
陽
の
光
、
翠
玉
色
の
光
を
分
か
ち
合
う
歓
び
を
感
じ
な
が
ら
。

杲

歓
迎
は
二
重
に
起
こ
る
。
双
方
向
の
歓
迎
だ
。

歓
迎
さ
れ
た
者
の
喜
び
は
、
彼
の
音
楽
が
つ
い
に
聴
か
れ
て
い
る
と
い
う
発
見
に
よ
っ
て
よ
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り
大
き
な
も
の
と
な
る
。
自
分
も
自
ら
の
唯
一
性
を
歓
び
迎
え
入
れ
て
良
い
の
だ
と
い
う
発
見
、

さ
ら
に
、
今
や
少
な
く
と
も
お
ぼ
ろ
げ
に
は
、
自
分
を
歓
迎
す
る
者
の
音
楽
や
、
自
分
と
茶
を

分
か
ち
合
う
人
々
の
音
楽
を
感
知
で
き
る
の
だ
と
い
う
発
見
、
そ
し
て
彼
ら
を
今
度
は
自
分

が
両
手
を
広
げ
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
発
見
に
よ
っ
て
、
そ
の
喜
び
は
増

大
す
る
の
だ
。

杲

茶
の
中
に
共
有
さ
れ
る
こ
の
三
段
階
の
啓
示—

迎
え
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
悟
り
、
自
分
自

身
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
の
悟
り
、
そ
し
て
他
者
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
の
悟
り—

は
、
そ
れ
を

得
る
者
に
心
洗
わ
れ
る
感
覚
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
は
あ
な
た
の
心
に
平
安
の
錨
を
お
ろ
す
。
も
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は
や—

つ
い
に
！—

魂
の
承
認
を
求
め
て
延
々
と
懇
願
す
る
必
要
は
な
い
。
も
は
や
自
己

認
識
と
の
駆
け
引
き
を
続
け
る
子
ど
も
で
は
な
く
、
自
立
し
た
大
人
と
し
て
立
つ
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
他
の
自
立
し
た
大
人
た
ち
の
目
に
は
、
あ
な
た
の
笑
顔
が
映
る
。

歓
迎
と
は
、
あ
な
た
の
魂
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

杲

他
者
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
迎
え
入
れ
ら
れ
た
経
験
の
あ
る
者
だ
け
だ
。

も
し
あ
な
た
が
自
分
自
身
を
迎
え
入
れ
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
。
も
し
あ
な
た
が
自
分
の
唯

一
性
に
い
つ
で
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
な
ん
の
疑
い
も
な
く
知
っ
て
い
る
の
な
ら
。
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良
い
精
神
科
医
の
業
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
。

い
つ
も
そ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
。

容
姿
や
胸
、
お
金
や
無
知
、
地
位
、
傷
、
欲
、
他
人
の
書
い
た
台
本
と
い
っ
た
も
の—

す
な
わ
ち
、
非
唯
一
性
の
コ
ス
プ
レ—

を
忘
れ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

ト
ラ
ン
ス
（
恍
惚
、
夢
心
地
）
は
そ
の
助
け
手
と
な
り
う
る
。
外
見
と
い
う
名
の
劇
場
を

取
り
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。

手
の
ひ
ら
を
あ
て
る
の
だ
。—
あ
な
た
自
身
の
、そ
し
て
他
者
の「
唯
一
性
」の
網
状
組
織
に
。
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杲

儀
式
は
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
る
助
け
と
な
る
。
茶
の
指
導
者
は
そ
の
恍
惚
を
愛
し
、
そ
の

中
で
寛
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
る
で
聖
所
と
し
て
、
そ
こ
に
生
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

儀
式
は
感
覚
を
飽
和
さ
せ
、
時
を
止
め
、
内
省
的
で
注
意
深
い
意
識
の
制
御
を
徐
々
に

弱
ら
せ
て
ゆ
く
舞
の
型
で
あ
る
。
弱
っ
た
感
覚
や
意
識
は
や
が
て
、
原
始
的
な
本
質
の
マ
グ
マ

と
、
日
常
生
活
で
は
ふ
る
い
に
か
け
ざ
る
を
得
な
い
低
次
の
共
感
覚
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。

儀
式
は
い
つ
も
同
じ
で
あ
る
ゆ
え
、
ト
ラ
ン
ス
状
態
を
促
進
す
る
。

反
射
的
動
作
と
し
て
の
動
き
の
一
つ
ひ
と
つ
が
、
我
々
の
存
在
を
超
え
て
為
さ
れ
る
。
型
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は
理
解
を
麻
痺
さ
せ
、
魂
の
覆
い
を
取
り
去
っ
て
、
解
放
す
る
。

だ
か
ら
、
数
え
切
れ
な
い
鍛
錬
の
繰
り
返
し
に
よ
り
培
わ
れ
た
絶
対
確
実
な
儀
式
の
熟
知

が
「
歓
迎
」
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

動
き
の
一
つ
ひ
と
つ
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
初
心
者
は
、
恍
惚
状
態
に
入
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
他
者
を
歓
び
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
ご
く
稀
に
、
初
心
者
同
士
の
間
に
歓
迎
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
初
心
者
た
ち
に

才
能
が
あ
る
場
合
だ
。
も
し
双
方
が
、茶
や
茶
道
独
特
の
儀
式
と
は
関
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
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恍
惚
の
才
能
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
起
こ
り
う
る
。
も
し
彼
ら
の
魂
が
調
和
し

て
い
る
の
な
ら
ば
。

し
か
し
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
圧
倒
的
多
数
の
茶
会
で
は
、
迎
え
る
者
は
茶
の
儀
式
が
た
だ

そ
の
恍
惚
の
た
め
に
あ
る
の
だ
と
は
想
像
す
ら
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
客
は
暗
い
茶
室
で
、
陰

鬱
な
孤
独
の
中
に
置
き
去
ら
れ
、
な
お
も
孤
独
で
あ
り
続
け
る
。
独
り
、
ま
る
で
ま
だ
十
分
に

人
生
の
孤
独
を
味
わ
っ
て
い
な
い
と
で
も
い
う
か
の
よ
う
に
。
そ
う
し
て
独
り
、
一
碗
の
茶
碗

の
前
に
座
り
、
彼
を
迎
え
る
は
ず
の
者
が
所
属
流
派
の
課
す
細
か
な
動
作
を
寸
分
も
間
違
え

ま
い
と
、
動
作
制
御
の
任
務
に
没
頭
す
る
脇
に
置
か
れ
る
時
、
茶
道
は
金
持
ち
の
た
め
の
時

間
の
無
駄
使
い
、
高
級
な
退
屈
、
高
等
な
「
自
己
」
と
い
う
幾
重
に
も
重
な
る
層
の
下
に
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埋
も
れ
、
ぬ
か
る
み
に
陥
っ
た
魂
と
な
る
の
で
あ
る
。

歓
迎
な
き
茶
は
そ
の
道
を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
友
人
と
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
し
た
方

が
ま
だ
有
意
義
と
い
う
も
の
だ
。

杲

歓
迎
の
方
法
は
多
く
あ
る
。
恍
惚
に
至
る
た
め
の
道
は
多
数
だ
。
ト
ラ
ン
ス
そ
れ
自
体—

意
識
変
容
状
態—

は
ま
っ
た
く
似
通
わ
な
い
形
態
を
取
り
う
る
。
逆
説
的
覚
醒
あ
る
い
は

集
団
へ
の
自
己
の
溶
解
、
穏
や
か
な
瞑
想
、
あ
る
い
は
取
り
憑
か
れ
た
よ
う
な
痙
攣
（
能
楽
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