
片
山
タ
イ
ム
ズ

誰
で
も
話
せ
る
茶
の
湯
の
歴
史

第⼗⼆号

令和五年
六⽉吉⽇

﹁
茶
道
習
%
て
い
る
な
ら
な
ぜ
始
ま
%
た
か
教
え
て
﹂

と
か
⾔
わ
れ
て
︑
困
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
そ

こ
で
︑
今
回
は
簡
単
に
茶
道
の
な
り
た
ち
を
説
明
し
ま

す
︒
き
わ
め
て
⼤
雑
把
に
な
り
ま
す
が
︑
知
ら
な
い
⼈

に
話
す
に
は
⼗
分
か
と
思
い
ま
す
︒

落
語
に
は
様
々
な
お
話
が
あ
り
ま
す
が
︑
茶
道
に
関
係

す
る
お
話
も
で
て
き
ま
す
︒
そ
れ
だ
け
︑
茶
道
と
江
⼾

時
代
の
⼀
般
の
⼈
々
の
距
離
が
近
か
%
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
︒
図
書
館
で
Ｃ
Ｄ
を
借
り
た
り
︑
様
々
な
動

画
投
稿
サ
イ
ト
で
︑
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
お
茶
の

こ
と
が
知
%
て
い
る
と
⼀
段
と
楽
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
︒茶

の
湯

裏
千
家
な
ら
ぬ
泡
千
家
が
登
場
し
ま
す
︒

荒
⼤
名
の
茶
の
湯
︵
荒
茶
︶

今
話
題
の
徳
川
家
康
も
出
て
き
ま
す
し
戦
国
時
代
が
好

き
な
⽅
は
よ
り
⾯
⽩
い
か
と
︒

は
て
な
の
茶
碗

話
の
き
%
か
け
の
場
⾯
は
清
⽔
寺
の
⾳
⽻
の
滝
の
茶
屋

で
す
︒
い
ま
で
も
あ
り
ま
す
ね
︒
京
都
⼈
と
⼤
阪
⼈
の

気
質
や
し
 
べ
り
⽅
の
違
い
も
注
⽬
で
す
︒

今
⽉
の
利
休
百
⾸

上
手
に
は

す
き
と
器
用
と

功
積
む
と

こ
の
三
つ
そ
ろ
ふ
人
ぞ

能(

よ)

く
し
る

何
事
も
上
達
す
る
の
に
は
︑
３
つ
の
も
の
が
必
要
と
さ

れ
ま
す
︒
１
つ
は
そ
の
物
事
が
好
き
で
あ
る
こ
と
︒

２
つ
め
は
器
⽤
で
あ
る
こ
と
︑
３
つ
め
は
た
ゆ
ま
ぬ
研

さ
ん
︑
修
⾏
に
な
り
ま
す
︒

な
か
な
か
三
つ
そ
ろ
%
て
い
る
⼈
は
い
な
い
か
と
思
い

ま
す
︒
そ
の
も
の
が
好
き
と
い
う
の
は
ク
リ
ア
し
て
も

器
⽤
で
あ
る
と
い
う
の
は
持
%
て
⽣
ま
れ
た
も
の
で
す

し
︑
努
⼒
す
る
能
⼒
も
同
様
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
︒
難

し
い
で
す
ね
︒

は
ぢ
を
す
て

人
に
物
と
ひ

習
ふ
べ
し

是
ぞ
上
手
の

基
な
り
け
る

﹁
聞
く
は
⼀
時
の
恥

聞
か
ぬ
は
⼀
⽣
の
恥
﹂
と
い
う

⾔
葉
と
同
意
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
︒

な
か
な
か
︑
わ
か
ら
な
い
事
を
﹁
わ
か
り
ま
せ
ん

教

え
て
く
だ
さ
い
︒
﹂
と
い
う
事
は
な
か
な
か
で
き
な
い

こ
と
が
多
い
で
す
が
⽇
常
⽣
活
で
も
お
稽
古
で
も
︑
わ

か
ら
な
い
こ
と
を
積
極
的
に
聞
く
よ
う
に
す
る
の
が
上

達
の
近
道
で
は
な
い
で
し
Ñ
う
か
︒
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認
得
斎
柏
叟
宗
室(

１
０
代)

不
⾒
斎
⽯
翁
宗
室
の
⻑
男
と
し
て
⽣
ま
れ
ま
す
︒
３
２

歳
で
家
元
継
承
と
な
り
ま
す
︒
こ
こ
ま
で
の
歴
代
の
お

家
元
と
⽐
べ
て
も
遅
い
継
承
と
な
り
ま
す
︒

た
だ
し
︑
若
い
う
ち
か
そ
の
才
能
は
⾼
く
披
露
さ
れ
て

お
り
︑
１
４
歳
に
て
⼝
切
の
茶
事
を
仕
切
り
来
客
を
う

な
ら
せ
た
逸
話
が
あ
り
ま
す
︒

歴
代
家
元
の
遠
忌
な
ど
を
取
り
仕
切
り
︑
⼤
き
な
功
績

を
残
し
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
陶
芸
に
⾮
常
に
深
い
造
詣

を
⽰
し
て
お
り
︑
⼿
び
ね
り
の
茶
碗
や
茶
器
を
残
し
て

い
ま
す
︒

⼦
供
も
６
男
も
う
け
ま
す
が
︑
い
ず
れ
も
夭
折
し
て
し

ま
い
ま
す
︒

前
号
で
お
菓
⼦
の
お
話
を
し
ま
し
た
の
で
ま
ず
は
こ
ち

ら﹁
紅
屋

紅
粉
屋
久
右
衛
⾨
﹂

江
⼾
時
代
初
期
の
こ
ろ
か
ら
︑
東
海
道
の
２
２
番
⽬
の

宿
場
町
﹁
藤
枝
宿
﹂
で
⻑
く
営
ん
で
い
る
お
店
で
す
︒

藤
枝
の
宿
は
最
盛
期
に
は
旅
籠
が
３
７
件
と
繁
栄
し
て

い
ま
し
た
︒
藤
枝
宿
を
治
め
る
⽥
中
城
に
も
︑
お
菓
⼦

を
納
め
て
い
た
よ
う
で
す
︒
餡
に
定
評
が
あ
り
︑
使
う

⼩
⾖
な
ど
も
こ
だ
わ
り
が
あ
る
よ
う
で
す
︒

当
社
中
の
初
茶
会
や
︑
お
稽
古
の
主
菓
⼦
な
ど
で
み
な

さ
ま
お
⼝
に
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
︒

是
⾮
店
頭
で
も
ご
購
⼊
板
い
た
だ
き
︑
ご
賞
味
く
だ
さ

い
︒ア

ク
セ
ス

静
岡
県
藤
枝
市
藤
枝
4-

1-

9

３
>
ひ
ろ
が
り

建
仁
寺
で
は
じ
ま
%
た
お
茶
は
︑
僧
侶
以
外
に
公
家
︑

武
家
に
も
普
及
し
て
い
%
た
こ
と
が
︑
様
々
な
こ
の
こ

ろ
に
描
か
れ
た
絵
巻
物
で
わ
か
り
ま
す
︒
薬
や
滋
養
強

壮
と
し
て
の
お
茶
か
ら
︑
嗜
好
品
・
遊
興
的
な
も
の
と

な
り
︑
広
が
%
て
い
き
ま
す
︒

建仁寺

お
茶
に
関
連
す
る
落
語

１
>
お
茶
の
始
ま
り

１
２
０
０
年
前
︑
中
国
か
ら
遣
唐
使
な
ど
で
持
ち
込
ま

れ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
︒
﹁
⽇
本
後
記
﹂
に
て
︑
嵯
峨

天
皇
が
召
し
上
が
%
た
記
録
が
現
在
⼀
番
お
茶
に
関
す

る
古
い
記
述
で
す
︒

２
>
⼆
度
⽬
の
導
⼊

鎌
倉
時
代
に
な
%
て
よ
う
や
く
︑
お
茶
が
広
が
%
て
き

ま
す
︒
﹁
建
仁
寺
﹂
の
﹁
栄
⻄
﹂
が
お
茶
を
持
ち
帰
%

て
現
在
の
よ
う
に
茶
筅
を
使
%
て
お
茶
を
た
て
ま
し
た
︒

い
ま
で
も
建
仁
寺
で
4
⽉
に
四
頭
茶
礼
を
や
%
て
い
ま

す
︒
ま
た
︑
栄
⻄
は
﹁
喫
茶
養
⽣
記
﹂
を
記
し
こ
れ
が

⽇
本
初
め
て
の
茶
書
と
な
り
ま
す
︒

４
>
茶
道
具

室
町
時
代
に
な
る
と
︑
茶
道
具
に
価
値
を
⾒
出
し
美
術

品
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒

貿
易
に
よ
%
て
⼤
陸
よ
り
多
く
の
茶
道
具
が
⼊
%
て
き

て
﹁
唐
物
﹂
と
し
て
珍
重
さ
れ
ま
す
︒
こ
の
こ
ろ
台
⼦

の
点
前
が
確
⽴
し
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
以

前
は
︑
茶
の
湯
は
屋
外
で
湯
を
沸
か
し
室
内
に
運
ん
で

い
た
の
が
︑
屋
内
で
⾵
炉
で
お
茶
を
点
て
る
よ
う
に
な

り
ま
す
︒

５
>
茶
祖

１
５
世
紀
後
半
に
奈
良
の
茶
⼈
︑
村
⽥
珠
光
や
そ
の
周

辺
で
新
し
い
美
意
識
が
⽬
覚
め
ま
す
︒
の
ち
の
世
で

﹁
わ
び
茶
﹂
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
︒
１
６
世
紀
に
は

い
る
と
武
野
紹
鴎
︑
今
井
宗
久

津
⽥
宗
及
そ
し
て
千

利
休
が
登
場
し
ま
す
︒
現
在
の
茶
道
︵
抹
茶
︶
の
系
統

は
千
利
休
の
流
れ
の
⼈
⼝
が
８
割
以
上
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
︒

６
>
様
々
な
流
派

利
休
が
な
く
な
る
と
︑
利
休
の
弟
⼦
で
あ
る
︑
古
⽥
織

部
・
細
川
三
斎
や
︑
寛
永
の
時
代
に
は
⼩
堀
遠
州
・
⾦

森
宗
和
な
ど
が
登
場
し
そ
れ
ぞ
れ
独
⾃
⾊
を
出
し
て
流

派
を
形
成
し
て
い
き
ま
す
︒
⼀
⽅
千
家
は
︑
表
千
家

裏
千
家

武
者
⼩
路
千
家
を
成
⽴
さ
せ
た
︒

７
>
茶
道
の
広
が
り

江
⼾
中
期
に
な
る
と
︑
茶
道
は
武
⼠
階
級
だ
け
で
な
く

町
⼈
た
ち
に
普
及
し
て
い
き
ま
す
︒
﹁
七
事
式
﹂
が
成

⽴
し
︑
江
⼾
で
は
︑
川
上
不
⽩
が
表
千
家
を
広
め
⼀
⼤

ブ
á
ム
が
お
き
ま
し
た
︒
１
９
世
紀
に
は
い
る
と
松
江

の
松
平
不
味
候
が
名
物
の
収
集
を
し
﹁
古
今
名
物
類

聚
﹂
を
編
纂
し
ま
し
た
︒

８
>
近
代
の
茶

江
⼾
か
ら
明
治
に
⼊
る
と
⼤
名
に
仕
え
て
い
た
家
元
た

ち
は
⼤
き
な
岐
路
に
⽴
た
さ
れ
ま
す
︒
こ
の
こ
ろ
⽣
み

出
さ
れ
た
の
が
﹁
⽴
礼
式
﹂
で
す
︒
裏
千
家
１
１
代

⽞
々
斎
が
考
案
し
た
点
茶
盤
は
明
治
５
年
の
京
都
博
覧

会
で
使
⽤
さ
れ
注
⽬
を
浴
び
ま
す
︒
ま
た
︑
薮
内
家
が

北
野
天
満
宮
で
﹁
献
茶
式
﹂
を
⾏
い
ま
す
︒

﹁
献
茶
式
﹂
は
そ
れ
ま
で
の
少
⼈
数
の
集
ま
り
で
は
な

く
多
く
の
⾨
弟
を
集
め
︑
点
前
の
空
間
を
共
有
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
︒
現
在
の
⼤
寄
せ
の
茶
会
に
通
じ
る

も
の
と
な
り
ま
す
︒

お
店
紹
介

⾳⽻の滝

紅粉屋製


