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「
茶
道
っ
て
何
？
」「
何
が
い
い
の
？
」
私
が
ボ
リ
ビ
ア
に
一
年
間

留
学
し
て
い
た
時
に
、
ホ
ス
ト
マ
ザ
ー
に
聞
か
れ
た
言
葉
で
す
。
こ

の
と
き
、
私
は
こ
の
質
問
に
う
ま
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
茶
道
を
習
っ
て
い
る
と
所
作
が
き
れ
い
に
な
る
、
審
美
眼
が

身
に
つ
く
な
ど
習
う
う
え
で
の
魅
力
を
挙
げ
る
こ
と
は
簡
単
で
し
た

が
、
茶
道
そ
の
も
の
の
魅
力
と
い
う
と
難
し
い
な
と
感
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
時
か
ら
茶
道
そ
の
も
の
の
魅
力
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し

た
。
私
が
最
終
的
に
た
ど
り
着
い
た
結
論
は
「
茶
道
＝
芸
術
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
茶
道
は
た
だ
単
に
客
人
に
お
茶
を

出
す
行
為
の
こ
と
で
は
な
く
、
絵
画
や
写
真
の
よ
う
に
芸
術
的
要
素

が
あ
る
と
い
う
点
に
魅
力
が
あ
る
の
で
す
。
私
の
学
校
で
毎
年
三
月

に
、
卒
業
す
る
五
年
生
の
た
め
の
お
茶
会
「
卒
業
茶
会
」
が
開
か
れ

ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
先
生
は
い
つ
も
卒
業
生
の
顔
を
思
い
浮
か
べ

な
が
ら
お
菓
子
を
特
別
に
注
文
し
た
り
、
お
道
具
を
新
調
し
た
り
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
私
は
そ
の
話
を
聞
い
た
と
き
、
先

生
の
お
心
遣
い
や
茶
道
の
持
つ
芸
術
性
に
感
動
し
ま
し
た
。
長
い
年

月
、
茶
道
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
方
々
か
ら
し
た
ら
「
茶
道
＝
芸
術
」

な
ん
て
当
た
り
前
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
に
と
っ
て

は
や
っ
と
導
き
出
し
た
結
論
で
し
た
。

　

学
校
茶
道
で
は
所
作
の
美
し
さ
を
極
め
る
た
め
に
お
稽
古
す
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
茶
道
の
芸
術
的
要
素
の
中

で
最
も
重
要
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
お
茶
会
の
空
気
感
や
お
道

具
も
同
じ
よ
う
に
大
切
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
学
ぶ
機
会
や
方

法
が
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
私
自
身
、
茶
道
の
お
道
具
は

お
点
前
を
す
る
う
え
で
必
要
な
「
た
だ
の
道
具
」
と
し
か
み
な
し
て

い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
茶
道
の
芸
術
的
魅
力

を
あ
い
ま
い
に
し
か
感
じ
て
い
な
い
ま
ま
習
っ
て
い
る
学
生
は
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
茶
道
の
芸
術
的
魅
力
を
視
覚
的
に
わ
か
る
コ
ン
テ
ン
ツ

が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
付
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
上
で
お
茶
会
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で

き
る
ア
プ
リ
で
す
。
人
形
の
着
せ
替
え
と
同
じ
よ
う
に
、
お
茶
碗
は

ど
れ
を
使
う
の
か
、
茶
杓
や
棗
は
何
を
使
う
か
な
ど
を
自
分
で
選
ん

で
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
も
っ
と
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
茶
室
で
ど
の
よ
う
な
季
節
に
何
の
た
め
の
お
茶
会
を
開
く
の

か
ま
で
決
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
に
す
れ
ば
高
価
な
お
道
具
に
触
れ

る
機
会
が
少
な
い
学
生
で
も
、
自
分
だ
っ
た
ら
こ
ん
な
お
茶
会
が
し

た
い
、
こ
ん
な
お
道
具
が
使
っ
て
み
た
い
な
ど
茶
道
の
楽
し
み
方
が



広
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
お
道
具
そ
れ
ぞ
れ
の
作

り
方
や
作
っ
た
職
人
さ
ん
が
込
め
た
思
い
な
ど
も
知
れ
る
よ
う
に
す

れ
ば
、
後
継
者
不
足
と
い
わ
れ
る
伝
統
工
芸
品
へ
の
理
解
が
深
ま
っ

て
そ
の
危
機
の
助
け
に
も
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
道
具
を
知
る

こ
と
に
よ
っ
て
扱
い
方
も
変
わ
り
所
作
に
も
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
あ
れ
ば
外
国
人
に
も
茶
道
の

魅
力
を
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
ま
で
日
本
の
代
表
的
な
伝
統
文
化
の
ひ
と
つ
と
し
て
受
け
継

が
れ
て
き
た
茶
道
。
茶
道
は
時
代
に
合
わ
せ
な
が
ら
柔
軟
に
変
化
し

て
き
た
と
い
う
一
面
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
の
コ

ン
テ
ン
ツ
が
あ
れ
ば
さ
ら
に
後
世
へ
、
世
界
へ
広
が
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。


