
上から『対訳ニッポン双書　
茶 の 本 』（IBC パ ブ リ ッ シ ン
グ）／『現代語でさらりと読む
茶の古典　岡倉天心 茶の本』

（淡交社）／初版『THE BOOK 
OF TEA』茨城県天心記念五浦
美術館所蔵／『英文版　THE 
BOOK OF TEA』（IBC パ ブ リ
ッシング）／『本のお茶　カフ
ェスタイル・岡倉天心『茶の本』』

（角川書店）

読
ん
で
お
い
し
い

は
じ
め
て
の『
茶
の
本
』

明
治
の
知
識
人
・
岡
倉
天
心
の
『
茶
の
本
』
で
、

「
お
茶
」
を
通
し
て
紹
介
さ
れ
た
日
本
文
化
は
、

一
〇
〇
年
以
上
経
っ
た
現
代
で
も

学
ぶ
こ
と
の
多
い
も
の
で
す
。

今
も
世
界
中
で
読
ま
れ
て
い
る
名
作
の

お
茶
に
込
め
ら
れ
た
想
い
を
読
み
解
き
ま
し
ょ
う
。
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「読んで心豊かに：はじめての『茶の本』」『月刊茶の間　2月号』29-37頁　2017年2月1日

*稲賀執筆原稿のうち原型をとどめているのは36-37頁の「ベスト３」の部分のみ。 
あとは編集部執筆で、稲賀の文責ではありません。



上／『白狐』草稿の冒頭部分。下
／当時ハーバード大学の文学修士
号授与を報じた新聞。文章力に長
けていたというのもうなずける。

生前、著者の
岡倉天心は

本名の岡倉覚三を
名乗りました。

最初の
ページ

　

茶
道
に
お
け
る
「
お
茶
の
心
」
と
聞
い

て
、
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？

　

た
と
え
ば
お
茶
会
で
は
、
亭
主
と
客
が

“
一
期
一
会
”
の
出
会
い
を
大
切
に
、
心

の
籠こ
も
っ
た
一
服
の
お
茶
で
、
寛
ぎ
の
ひ
と

と
き
を
共
有
し
ま
す
。
静
か
な
空
間
で
、

互
い
に
尊
重
し
合
い
、
清
ら
か
な
気
持
ち

で
、
日
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
感
謝
し

な
が
ら
。
―
―
そ
う
い
う
“
和わ
け
い
せ
い
じ
ゃ
く

敬
清
寂
”

の
精
神
や
マ
ナ
ー
こ
そ
が
お
茶
の
心
で
す
。

　

明
治
初
期
に
出
版
さ
れ
た
『
茶
の
本
』

は
、
そ
の
お
茶
の
心
を
通
じ
て
、
日
本
文

化
に
つ
い
て
世
界
に
発
信
し
た
初
の
書
物

で
し
た
。
当
時
か
ら
世
界
的
に
高
い
評
価

を
得
た
こ
の
本
は
、
多
く
の
国
で
翻
訳
・

出
版
。
今
日
で
も
日
本
文
化
を
知
る
た
め

の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
世
界
中
の
人
々
に

愛
読
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
も
読
み
継
が
れ
る

“
茶
の
心
の
本
”

What’s "THE BOOK OF TEA"?
『茶の本』って何？

いながしげみ／広島県生まれ。
東京大学教養学部卒業。同大
学院比較文学比較文化専修を
修了後、パリ第七大学にて博
士号取得。ジャポニズム、オ
リエンタリズムなどの比較文
化を専門とする。著書に『絵
画の黄昏』、『絵画の東方』、『接
触造形論』など多数。

稲賀繁美先生

国際日本文化研究センター
副所長

案内人

茶道書ではない!?其の3
　
『
茶
の
本
』
と
い
っ
て
も
、
小
難

し
い
茶
道
の
指
南
本
の
類
い
で
は
な

い
の
で
ご
安
心
を
。
岡
倉
天
心
は
、

全
七
章
で
構
成
さ
れ
る
こ
の
本
の
中

で
、
お
茶
を
中
心
に
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
話
題
を
軽
や
か
に
行
き
来
し
な
が

ら
、
日
本
文
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の

か
を
わ
か
り
や
す
く
説
い
て
い
ま
す
。

歴
史
・
宗
教
・
建
築
・
芸
術
鑑
賞
・

自
然
・
死
生
観
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

話
題
が
独
立
し
た
エ
ッ
セ
イ
の
よ
う

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
全
体
が
ま
る

で
交
響
曲
の
よ
う
に
響
き
合
い
、
一

つ
に
調
和
し
て
い
る
と
い
う
絶
妙
な

構
成
。
一
言
で
は
言
い
表
せ
な
い
よ

う
な
、
と
て
も
独
特
な
味
わ
い
に
満

ち
た
作
品
な
の
で
す
！

多彩な英語表現！其の2
　

岡
倉
天
心
の
豊
か
な
英
語
力
は
、

晩
年
に
は
『
白

し
ろ
ぎ
つ
ね狐
』
と
い
う
英
語
の

オ
ペ
ラ
台
本
を
執
筆
し
た
ほ
ど
の
も

の
で
し
た
。
た
と
え
ば
同
時
代
に
活

躍
し
た
や
夏
目
漱
石
も
英
語
が
堪
能

で
し
た
が
、
あ
く
ま
で
学
校
教
育
の

一
環
と
し
て
「
勉
強
」
し
た
英
語
力
。

し
か
も
天
心
は
『
茶
の
本
』
を
英
語

で
書
き
な
が
ら
、
同
時
に
さ
ま
ざ
ま

な
言
葉
遊
び
や
比
喩
、
美
し
い
詩
的

な
表
現
を
使
う
な
ど
、
読
む
者
を
飽

き
さ
せ
な
い
文
章
を
駆
使
し
た
の
で

す
。
そ
の
味
わ
い
は
日
本
語
訳
で
も

充
分
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
韻
を
踏
ん
だ
仕
掛
け
な
ど
は
原

文
な
ら
で
は
の
お
も
し
ろ
さ
で
す
。

ニューヨーク生まれ其の1
　

じ
つ
は
こ
の『
茶
の
本
』、
作
者
の

岡
倉
天
心
が
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
で
行

な
っ
た
、
東
洋
文
化
を
紹
介
す
る
一

連
の
講
演
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

や
が
て
そ
の
内
容
が
雑
誌
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
注
目
を
浴
び
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
あ
っ
た
フ
ォ
ク
ス
・
ダ

フ
ィ
ー
ル
ド
社
に
よ
っ
て
再
編
集
さ

れ
て
一
冊
の
本
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
天
心
は
、
座
談
の
名
手
で
あ
っ
た

と
も
言
わ
れ
、
緩
急
自
在
な
ト
ー
ク

は
聞
き
手
を
魅
了
し
て
や
ま
な
か
っ

た
と
か
。
今
で
い
う
、
話
芸
を
巧
み

に
操
る
落
語
家
や
芸
人
に
近
い
も
の

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
魅

力
も
ま
た
、
本
の
中
に
い
か
ん
な
く

発
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

『茶の本』を知るための３つのキーワード

海外で出版された
“日本文化の紹介本”で

唯一、海外でも
重版されています！

写真／茨城県天心記
念五浦美術館所蔵

写
真
２
点
／
茨
城
県
天
心
記
念

五
浦
美
術
館
所
蔵

私
が
ご
案
内

し
ま
し
ょ
う
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明
治
時
代
に
活
躍
し
た
美
術
研
究
家
・

岡
倉
天
心
。
彼
の
世
界
を
股
に
か
け
た
人

生
は
、
こ
の
本
の
持
つ
魅
力
に
大
き
く
関

わ
り
ま
し
た
。

　

幕
末
の
開
港
地
・
横
浜
に
生
ま
れ
た
天

心
は
、
幼
い
頃
か
ら
英
語
を
母ぼ

ご語
の
よ
う

に
習
得
し
ま
す
。
ま
た
、
茶
道
や
仏
教
な

ど
日
本
文
化
の
教
養
も
身
に
付
け
、
今
の

東
京
大
学
を
経
て
文
部
省
の
官
僚
に
な
る

と
、
日
本
の
美
術
行
政
を
カ
リ
ス
マ
的
に

リ
ー
ド
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ

に
渡
っ
た
天
心
は
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
で
働

き
ま
す
が
、
そ
こ
で
直
面
し
た
の
は
、
欧

米
人
が
日
本
を
「
サ
ム
ラ
イ
の
国
」
程
度

に
し
か
認
識
し
て
い
な
い
と
い
う
悲
し
い

現
実
で
し
た
。
天
心
は
、
欧
米
社
会
へ
日

本
文
化
の
奥
深
さ
を
伝
え
る
こ
と
を
自
ら

の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
、
講
演
会
や
執
筆
活

動
に
精
力
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

そ
の
集
大
成
と
し
て
、天
心
自
身
の“
茶

の
湯
”
へ
の
深
い
理
解
と
と
も
に
、
東
西

共
通
の
飲
み
物
で
あ
る
「
お
茶
」
を
伝
達

ツ
ー
ル
と
し
て
、明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）

年
、『
茶
の
本
』
が
誕
生
し
た
の
で
し
た
。

　

世
界
の
人
々
に
、
真
に
よ
き
日
本
を
知

ら
し
め
る
『
茶
の
本
』。
そ
れ
は
同
時
に
、

私
た
ち
現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
も
、
忘

れ
か
け
て
い
た
大
切
な
も
の
を
思
い
出
さ

せ
て
く
れ
る
一
冊
な
の
で
す
。

『茶の本』を書いた

Who’s Tenshin Okakura?

右／天心は釣りをこよなく愛した。上／
晩年を過ごした天心邸（右）と思索用に
使った六角堂（左）。

“
よ
き
日
本
”
の
発
信
を

わ
が
使
命
と
し
た
男

茶碗や釜、茶筌、茶杓、棗（なつめ）、そして茶壺や
急須など、アメリカ・ボストンで実際に天心が使って
いた茶道具類。茶箱として使えそうな籠もみられ、茶
道具一式を入れて茶会に持ち出し、異国の地でも天心
なりにお茶を楽しんでいたことがうかがえる。

天心の一生

岡倉天心って誰？

1863 年
（文久 2）

1893 年
（明治 26）

1869 年
（明治 2）

1904 年
（明治 37）

1875 年
（明治 8）

1905 年
（明治 38）

1879 年
（明治 12）

1906 年
（明治 39）

1880 年
（明治 13）

1913 年
（大正 2）

1886 年
（明治 19）

神奈川県横浜に生まれる。 30 歳。美術調査で中国へ。

6 歳。宣教師の私
しじゅく

塾で英語を
学ぶ。

41 歳。アメリカ・ボストン美
術館の中国・日本美術部に入る。

12 歳。東京開
かいせい

成学校（77 年
から東京大学）に入学。

42 歳。茨城県五
い づ ら

浦の別荘・天
心邸を新築し、六角堂を建てる。

16 歳。大岡もとという女性と
結婚。この頃から茶道を習う。

43 歳。『THE BOOK 
OF TEA（ 茶 の 本 ）』
をニューヨークで出版。

17 歳。東京大学文学部を第 1
期生として卒業、文部省に勤務。

50 歳。新潟県赤
倉にて永眠。

23 歳。欧米の美術視察へ。

茶の湯を通して大切な物事に
目を向けよう、と提案した人です。

和服姿でお茶を楽しむこの男性をご存知ですか？ 世界を見
すえ、日本人の誇りをもって生きた明治の知識人・岡倉天心
です。彼の人生から『茶の本』をひも解いてみましょう。

天心
好みの
茶道具

写
真
2
点
／
茨
城
県
天
心

記
念
五
浦
美
術
館
所
蔵

写
真
／
国
立
大
学
法

人
茨
城
大
学
所
蔵

写真／国立大学法人茨城大学所蔵
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「
花
は
い
つ
で
も
友
で
あ
る
」

と
天
心
は
い
い
ま
す
。
私
た
ち
は

花
と
と
も
に
「
食
べ
、
飲
み
、
歌

い
、
踊
り
」、「
花
な
し
で
は
生
き

て
」
い
け
な
い
と
論
じ
て
い
ま
す
。

　

茶
道
か
ら
派
生
し
た
生
け
花
で

は
「
派
手
な
花
」
は
茶
室
か
ら
追

放
さ
れ
、
い
か
に
花
を
自
然
に
そ

　
「
お
茶
」
と
い
う
文
化
の
意
義

を
当
時
の
西
洋
の
著
名
人
や
事
件

を
交
え
な
が
ら
記
し
た
『
茶
の

本
』。
そ
の
始
ま
り
の
章
で
す
。

　

お
茶
は
、
平
凡
な
日
常
生
活
の

中
に
、
美
し
い
も
の
を
見
つ
け
よ

う
と
憧
れ
る
「
生
の
術す
べ

」
で
あ
り

「
不
完
全
な
も
の
」
だ
か
ら
こ
そ

無
限
の
可
能
性
が
あ
る
と
説
い
て

い
ま
す
。

　

鎌
倉
時
代
、
栄え
い
さ
い西

に
よ
っ
て
日

本
に
も
た
ら
さ
れ
た
喫
茶
文
化
は
、

室
町
時
代
に
禅
道
・
禅
主
義
と
結

び
つ
い
て
茶
道
と
な
り
、
そ
の
後

の
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
の
芸
術
文
化

に
影
響
を
与
え
ま
す
。

　

そ
の
茶
道
の
背
景
に
は
中
国
の

老ろ
う
そ
う荘
思
想
や
道
教
思
想
、
禅
道

の
教
え
が
、
茶
道
の
根
本
に
あ
る

と
い
っ
て
い
ま
す
。

　

お
茶
の
発
展
の
歴
史
を
説
明
し

て
い
ま
す
。

　

四
～
五
世
紀
に
中
国
で
生
ま
れ

た
喫
茶
の
文
化
は
、
唐と
う
・
宋そ

う
・
明み

ん

の
時
代
順
に
「
煮
る
茶
」、「
泡
立

て
る
茶
」、「
浸
し
ん
し
ゅ
つ出さ
せ
る
茶
」
と

三
つ
の
進
化
を
経
て
現
在
の
形
に
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
「
理
想
」
を

表
し
て
い
ま
す
。

　

茶
道
の
哲
学
を
具
体
的
に
表
し

た
空
間
で
あ
る
「
茶
室
」
に
つ
い

て
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

構
造
や
装
飾
も
西
洋
建
築
と
は

大
き
く
異
な
っ
た
質
素
な
造
り
の

茶
室
。
そ
の
設
え
や
露ろ

じ地
、
屋
根

の
低
さ
に
至
る
ま
で
詳
細
に
例
を

挙
げ
な
が
ら
「
簡
素
さ
」
と
「
純

潔
さ
」
の
美
を
伝
え
て
い
ま
す
。

「
お
茶
」
を
通
し
て

日
本
人
の
精
神
を
語
る

THE BOOK OF TEA

第
四
章

茶
室

『茶の本』に
書かれているのは？

第
一
章

人
間
性
を
盛
る
一
碗

第
三
章

道
教
思
想
と
禅
道

第
五
章

芸
術
鑑
賞

第
六
章

花

第
七
章

茶
人
た
ち

第
二
章

茶
の
流
派

Zennism（ 禅 道、 禅
主義）は天心がつくっ
た言葉なんですよ！

人間性を盛る一碗
The Cup of Humanity第１章

茶の流派
The Schools of Tea第２章 芸術鑑賞

Art Appreciation第５章

花
Flowers第６章

茶人たち
Tea-Masters第７章

道教思想と禅道
Taoism and Zennism第３章

茶室
The Tea-Room第４章

『茶の本』には、お茶の歴史や哲学、芸
術などさまざまなテーマが書かれていま
す。全７章のあらすじをご紹介します！

　

お
茶
か
ら
離
れ
、
芸
術
鑑
賞
に

つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。

　

西
洋
の
芸
術
が
画
家
の
自
己
表

現
で
あ
る
の
に
対
し
て
東
洋
の
芸

術
作
品
は
、
水
墨
画
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
色
彩
を
制
限
す
る
こ
と
で

逆
に
自
然
豊
か
な
色
彩
を
想
像
さ

せ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

の
ま
ま
活
か
せ
る
か
と
い
う
「
自

然
と
の
共
生
」
の
考
え
で
あ
り
、

人
の
思
う
ま
ま
に
加
工
す
る
フ
ラ

ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
と
は
真
逆

の
考
え
方
で
す
。

　

最
後
の
章
で
は
、
茶
人
の
美
学

に
つ
い
て
「
真
の
芸
術
鑑
賞
」
と

は
「
芸
術
を
暮
ら
し
の
中
に
活
か

す
」
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
美
し
い
も
の
と
生
き

た
者
だ
け
が
、
美
し
く
死
ぬ
こ
と

が
で
き
る
」
と
、
千
利
休
の
最
期

の
茶
会
を
例
に
挙
げ
て『
茶
の
本
』

は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
す
。 現在に近い

「浸出させる茶」
抹茶の原形

「泡立てる茶」
鍋で煮出した
「煮る茶」

※日本語訳の引用は、『現代語でさらりと読む茶の古典　岡倉天心 茶の本』（淡交社）より
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稲
賀
先
生
の

お
気
に
入
り

ベ
ス
ト
3

川口葉子　抄訳・文／藤田一咲
　写真／三枝克之　企画編集
角川書店　1,600 円（税別）

松岡正剛　訳
IBC パブリッシング
1,200 円（税別）

田中秀隆　訳
淡交社　1,200 円（税別）

美しい写真と
心に響く
おいしい抜粋

原文と
日本語訳で
「ニッポン」を
堪能する

さらりと読める
日本人の生き方

　

第
一
章
の
題
名
に
も
な
っ
て
い
る
言
葉

で
す
。「
人
間
性
の
器
」
や
「
人
情
の
碗
」

な
ど
と
も
訳
さ
れ
ま
す
が
、「A

 cup of 
tea

（
一
杯
の
茶
）」
に
脚

き
ゃ
く
い
ん韻を
踏
ん
で
用

い
て
い
ま
す
。

　

一
杯
の
茶
と
は
英
語
で
い
う
と
こ
ろ
の

「
日
常
茶
飯
事
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ

て
お
り
「
人
間
の
性さ
が
と
い
う
も
の
は
、
こ

う
し
た
茶
飯
事
に
宿
る
」
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
『
茶
の
本
』
の
前
に
執
筆
さ
れ
た
『
日

本
の
覚
醒
』
で
は
「
人
間
性
の
暗
闇
」
と

い
う
言
葉
で
、
日
露
戦
争
時
の
暗
い
世
相

を
表
わ
し
て
い
ま
し
た
が
、『
茶
の
本
』

で
は
、
暗
闇
の
中
に
ひ
と
つ
灯
る
小
さ
な

希
望
が
、
一
杯
の
茶
碗
に
託
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
。

人間性を盛る一碗
A cup of humanity1

　

第
三
章
で
道
教
思
想
の
「
道タ

オ

」
を
説
明

し
て
い
る
一
節
で
す
。

　
「
道
」
と
い
う
の
は
「
小こ
み
ち径

」
で
は
な

く
「
通
過
の
う
ち
に
あ
る
」
と
説
い
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
道
は
名
詞
で
は
な
く
動
詞

だ
と
い
う
の
で
す
。

　

人
は
ど
う
し
て
も
、
道
や
悟
り
を
目
に

見
え
て
手
に
掴
め
る
、
ま
る
で
秘
伝
の
巻

物
か
何
か
の
よ
う
に
勘
違
い
し
て
し
ま
い

が
ち
で
す
が
、
変
幻
自
在
の
雲
の
よ
う
な

現
象
だ
と
い
う
の
が
天
心
の
主
張
で
す
。

　

ま
た
、
道
教
の
シ
ン
ボ
ル
・
龍
を
使
い
、

「Cosm
ic Change

（
大
宇
宙
の
変
転
）」

と
い
う
言
葉
で
、
道
は
常
に
自
分
自
身
に

戻
っ
て
く
る
も
の
、
復
活
と
新
生
だ
と
も

説
明
し
て
い
ま
す
。

道
タ オ

は、通路というより
通り道の中に存在するものである

The Tao is in the Passage 
rather than the path

2

　
『
茶
の
本
』
で
一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
言
葉
が
こ
の
「
空
虚
」
で
し
ょ
う
。

　

家
は
空
虚
だ
か
ら
こ
そ
人
は
棲
む
こ
と

が
で
き
る
、
器
が
空
っ
ぽ
だ
か
ら
物
の
受

け
皿
と
な
る
、
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ

て
い
ま
す
。こ
れ
は
中
国
古
典
の
老
子『
道

徳
経
』
に
見
ら
れ
る
表
現
で
す
。

　

天
心
は
茶
室
を
指
す
「
数す

き

や
寄
屋
」
を

「A
bode of vacancy

（
空
っ
ぽ
の
棲
ま

う
処
）」
と
解
説
し
て
い
ま
す
。「
実じ
つ

」
の

存
在
に
こ
だ
わ
る
西
洋
哲
学
の
考
え
方
に

辟へ
き
え
き易
と
し
て
い
た
天
心
が
東
洋
の
「
空
虚
」

に
宿
る
精
神
を
説
き
、
東
西
思
想
を
対
比

さ
せ
て
い
ま
す
。

空虚
Emptiness3

多彩な表現がいっぱいの
『茶の本』。最後に稲賀先
生にお気に入りの言葉を
教えてもらいました！

本のお茶
カフェスタイル・岡倉天心

『茶の本』

現代語でさらりと
読む茶の古典
岡倉天心 茶の本

対訳ニッポン双書
茶の本

おすすめ
入門書３冊

　

今
も
、
多
く
の
日
本
語
訳
が
出
さ

れ
て
い
る『
茶
の
本
』。
そ
の
中
で
も
、

「
さ
ら
り
」
と
読
め
る
こ
と
に
重
点

を
お
い
た
一
冊
で
す
。

　

茶
人
で
あ
る
筆
者
の
わ
か
り
や
す

い
文
章
と
注
釈
に
加
え
、
章
ご
と
に

小
見
出
し
が
つ
い
て
読
み
や
す
さ
い

工
夫
が
満
載
。
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