
日
本
人
の
忘
れ
も
の

記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム

東
京

のののののののののののの
忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘
れ
も
の

フフフフフフフフフフフフフ
ォ
ー
ラ
ム

東
京

戦後、日本人が置き去りにしてきた大切な心を見直す京都

新聞「日本人の忘れもの」記念フォーラム 東京（日本人の

忘れものキャンペーン推進委員会主催）が５月 日、東京都

千代田区・内幸町ホールで開かれた。森清範・清水寺貫主が

基調講演で東日本大震災を例に日本人の宗教観を説いたあ

と、武者小路千家家元夫人の千和加子さん、桑原専慶流副家

元の桑原櫻子さん、秦家主宰の秦めぐみさんの３人が、京の

伝統や暮らし方などについて語りあった。コーディネーター

は京都新聞総合研究所特別理事の吉澤健吉がつとめた。

本社キャンペーン「日本人の忘れもの」は今週で第１部を

終了、来週から装いを新たにして第２部を毎週日曜に掲載し

ます。

基
調
講
演

森

清
範
清
水
寺
貫
主

も
り
・
せ
い
は
ん

１
９
４
０
年
、
京
都
市
生
ま
れ
。

歳

で
得
度
。花
園
大
卒
業
後
、清
水
寺
真
福
寺
住
職
な
ど
を
歴
任
。

年
、
清
水
寺
貫
主
・
北
法
相
宗
管
長
に
就
任
。
「
人
の
こ
こ

ろ

観
音
の
心
」
な
ど
著
書
多
数
。

今
を
生
き
る
こ
と
が
未
来
を
つ
く
る

世
界
遺
産
・
清
水
寺
は
７
７
８
年

に
創
建
さ
れ
た
と
伝
わ
り
ま
す

枕

草
子

源
氏
物
語

平
家
物
語

な

ど
の
古
典
文
学
に
も
た
び
た
び
登
場

し
、
平
安
時
代
初
め
に
は
す
で
に
大

衆
信
仰
の
名
所
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

こ
と
わ
ざ
で
有
名
な
「
清
水
の

台
」
は
観
音
様
に

楽
を
奉
納
し
た

場
所
で
す
。
床
は
ヒ
ノ
キ
で
、
「
ひ

の
き

台
に
立
つ
」
と
い
う
言
葉
は

こ
こ
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

台
周

辺
を
修
学
旅
行
生
が
よ
く
走
り
回
っ

て
い
ま
す
が
、
お
寺
の
た
た
ず
ま
い

を
感
じ
、
空
気
を
吸
っ
て
帰
る
だ
け

で
も
、
子
ど
も
た
ち
に
は
日
本
の
文

化
を
体
感
す
る
貴
重
な
体
験
と
な
る

で
し
ょ
う
。

清
水
寺
に
は
三
重
塔
が
あ
り
ま

す
。
塔
と
い
う
の
は
亡
く
な
っ
た
人

を
供
養
す
る
建
築
物
で
す
。
仏
教
で

は
本
来
、
生
き
て
い
る
と
き
に
悟
り

を
開
い
た
人
が
仏
に
な
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
仏
教
が
伝
来
し
た
当
時
、
日

本
に
は
人
も
死
ぬ
と
神
に
な
る
と
い

う
神
道
の
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。

現
在
、
日
本
で
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
を

祝
い
、
除
夜
の
鐘
を
つ
い
て
正
月
を

迎
え
る
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

人
が
死
ぬ
と
仏
に
な
る
と
い
う
宗
教

観
は
、
日
本
人
の
寛
容
な
宗
教
形
態

が
生
ん
だ
神
仏
習
合
の
死
生
観
と
い

え
ま
す
。

日
本
で
は
多
く
の
人
が
、
お
盆
に

は
家
族
の
魂
が
帰
っ
て
来
る
の
を
待

ち
、
春
と
秋
の
彼
岸
に
は
墓
前
で
手

を
合
わ
せ
ま
す
。
身
体
は
な
く
な
っ

て
も
霊
魂
は
消
え
な
い
と
信
じ
て
い

る
か
ら
で
し
ょ
う
。
正
月
に
は
神
様

が
訪
れ
る
目
印
に
門
松
を
立
て
、
ご

ち
そ
う
で
も
て
な
し
ま
す
。年
神（
歳

徳
神
）
を
祖
先
の
霊
と
考
え
る
地
方

も
あ
り
ま
す
。

亡
く
な
っ
た
人
の
冥
福
を
祈
る
こ

と
は
、
生
き
て
い
る
人
に
心
の
安
ら

ぎ
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
地
球
上
の

生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
皆
つ
な
が

っ
て
い
る
の
と
同
時
に
、
亡
く
な
っ

た
人
と
も
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会

が
公
募
し
、
２
０
１
１
年
の
世
相
を

表
す
漢
字
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は

「
絆

き
ず
な

」
で
し
た
。
私
が
筆
で
書
く
の

を
テ
レ
ビ
で
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
多

い
と
思
い
ま
す
。
「
絆
」
の
英
訳

ｂ
ｏ
ｎ
ｄ

に
は
「
接
着
す
る
」
と

い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。「
絆

ば
ん

創
そ
う

膏
こ
う

」

と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
ね
。
興
味

深
い
こ
と
で
す
。

東
日
本
大
震
災
の
大
津
波
で
流
さ

れ
た
岩
手
県
陸
前
高
田
市
の
松
を
使

っ
た
大
日
如
来
坐
像
の
制
作
を
京
都

伝
統
工
芸
大
学
校
の
学
生
さ
ん
に
お

願
い
し
ま
し
た
。
「
ひ
と
ノ
ミ
ひ
と

削
り
」
運
動
で
は
、
今
回
の
震
災
で

被
災
さ
れ
た
方
々
だ
け
で
な
く
、
昨

秋
来
日
し
た
ブ
ー
タ
ン
の
ワ
ン
チ
ュ

ク
国
王
夫
妻
、
阪
神
大
震
災
の
被
災

地
の
方
々
な
ど
、
１
万
１
１
１
３
人

の
方
が
鎮
魂
の
祈
り
を
刻
ん
で
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

『
心
地
観
経
』
と
い
う
大
乗
仏
教

の
経
典
に
は
、
過
去
に
ど
う
生
き
た

か
知
り
た
け
れ
ば
現
在
の
結
果
を
見

な
さ
い
、
未
来
の
結
果
を
知
り
た
け

れ
ば
現
在
ど
う
生
き
て
い
る
か
を
見

な
さ
い
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
現

在
の
中
に
は
過
去
が
凝
縮
さ
れ
て
い

て
、
そ
の
中
に
未
来
の
種
が
あ
る
の

だ
か
ら
、
今
を
し
っ
か
り
生
き
る
こ

と
が
未
来
を
つ
く
っ
て
い
く
の
だ
と

い
う
教
え
で
す
。

生
き
て
い
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

に
遭
遇
し
ま
す
が
、
心
の
働
き
と
い

う
の
は
極
め
て
大
切
な
も
の
で
す
。

心
の
中
で
思
う
こ
と
が
出
発
点
だ
か

ら
で
す
。
よ
か
れ
と
思
っ
て
祈
り
念

ず
る
こ
と
が
力
に
つ
な
が
る
と
信
じ

て
い
ま
す
。

桑
原

櫻
子
さ
ん

桑
原
専
慶
流
副
家
元

秦

め
ぐ
み
さ
ん

京
都
秦
家
主
宰

せ
ん
・
わ
か
こ

１
９
４
８
年
、
島
根
県
生

ま
れ
。
日
本
女
子
大
文
学
部
卒
。

年
、

武
者
小
路
千
家
家
元
後
嗣
千
方
一
氏
と
結

婚
。
テ
レ
ビ
、
婦
人
雑
誌
な
ど
で
幅
広
い
活
動

を
続
け
て
い
る
。
公
益
財
団
法
人
官
休
庵
評
議

員
。

く
わ
は
ら
・
さ
く
ら
こ

１
９
６
０
年
、
京

都
市
生
ま
れ
。
幼
少
か
ら
祖
父
・
先
々
代
家
元

の
も
と
で
い
け
ば
な
を
学
ぶ
。

年
、
同
流
副

家
元
を
襲
名
。

年
、
甲
南
女
子
大
仏
文
学
科

卒
。
料
理
研
究
家
と
し
て
も
活
動
、
も
て
な
し

の
心
を
大
切
に
し
た
料
理
サ
ロ
ン
も
主
宰
。

は
た
・
め
ぐ
み

１
９
５
７
年
、
京
都
市
生

ま
れ
。
生
家
は

世
紀
半
ば
か
ら
続
い
た

薬
種
商
。
明
治
初
期
に
再
建
さ
れ
た
京
町
家

を

年
か
ら
一
般
公
開
し
、
生
活
習
慣
や
年
中

歳
時
な
ど
伝
え
な
が
ら
、
維
持
保
存
に
携
わ

る
。

千

和
加
子
さ
ん

武
者
小
路
千
家
家
元
夫
人

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

い
ま

発
信
す
る
京
都
の
こ
こ
ろ

◆
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

吉
澤
健
吉京

都
新
聞
総
合
研
究
所

特
別
理
事

■

■

■

特集面「日本人の忘れも

の」にこの１年間に寄稿され

たみなさん

中西進、中村昌生、井上八

千代、山折哲雄、冷泉貴実子、

池坊由紀、上村淳之、益川敏

英、森清範、千宗室、大西清

右衛門、養老孟司、園城三花、

金剛永謹、森田りえ子、上田

正昭、瀬戸内寂聴、 橋英一、

山本兼一、山口富藏、小山勝

二、山極寿一、中村玉緒、白

幡洋三郎、田中耕一、伊藤唯

真、中村敦夫、村井康彦、菅

原信海、木津川計、千宗守、

森口邦彦、浅見和彦、鷲田清

一、杉本秀太郎、中島貞夫、

中辻憲夫、松浦俊海、笹岡隆

甫、伊東久重、尾池和夫、九

條道弘、半田孝淳、水谷幸正、

龍村光峯、井波律子、新木直

人、片山九郎右衛門、佐野藤

右衛門、村上和雄、梅原猛

◇

「リレーメッセージ」に

寄稿されたみなさん

市田ひろみ、丘眞奈美、堀

木エリ子、西川千麗、上村多

恵子、南久美子、森小夜子、

永田萠、木下明美、平林幸子、

永田紅、金剛育子、植木朝子、

濱崎加奈子、松村栄子、木積

凛穂、木下豊子、福原左和子、

森悠子、藤吉紀子、杉本節子、

内田奈織、白石孝子、高尾美

智子、河原林春陽、國生義子、

浦沢美奈、原田裕子、武智美

保、平山みき、山岡祐子、中

村宗哲、千和加子、松永智美、

桑原櫻子、村田京子、土手素

子、田中峰子、宇津崎光代、

服部和子、星由里子、武田道

子、田中田鶴子、水野加余子、

栗栖晴子、西村明美、西川充、

田端泰子、井澤國子、田中恵

厚、河瀬直美

◇

「日本人の忘れもの 記

念フォーラム 京都」に出

演されたみなさん

養老孟司、安永祖堂、池坊

由紀、中村昌生

（いずれも敬称略）

毎
年
の
年
中
行
事
が
メ
リ
ハ
リ
に
千
氏

気
配
り

心
配
り
で
住
ま
い
美
し
く
桑
原
氏

地
道
に
生
き
る
素
養
が
根
付
く
秦
氏

―
京
都
の
町
家
は
６
月
に
な
る
と
一
斉
に

夏
の
し
つ
ら
え
に
替
わ
り
ま
す
ね
。

秦

「
建
具
替
え
」
で
す
ね
。
町
家
の
多

く
は
間
口
が
狭
く
奥
行
き
が
深
い
の
で
、
風

通
し
が
い
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
ふ
す
ま
や

障
子
な
ど
の
建
具
を
外
し
、
葦

あ
し

や
竹
で
で
き

た
御

み

簾
す

や
簀

す

戸
ど

に
替
え
る
こ
と
で
、
日
差
し

を
遮
り
な
が
ら
涼
し
い
風
を
通
し
ま
す
。
畳

の
上
に
敷
く
籐

と

筵
む
し
ろ

や
網

あ

代
じ
ろ

な
ど
の
敷
物
は
暑

さ
で
火
照
っ
た
足
元
に
冷
た
く
感
じ
て
気
持

ち
の
い
い
も
の
で
す
。

千

大
徳
寺
で
は
利
休
さ
ん
の
月
命
日

日
に
表
千
家
、
裏
千
家
、
武
者
小
路
千
家
の

三
千
家
が
交
代
で
茶
席
を
設
け
ま
す
。
６
月

と
９
月
は
武
者
小
路
千
家
が
当
番
で
、
全
国

か
ら
大
勢
の
方
が
集
ま
り
ま
す
か
ら
、
う
ち

で
は
毎
年
そ
の
前
日
に
建
具
を
替
え
る
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。

昔
の
よ
う
に
大
家
族
で
人
の
出
入
り
も
多

け
れ
ば
人
手
に
は
困
ら
な
い
の
で
し
ょ
う

が
、
家
中
の
建
具
を
替
え
よ
う
と
思
う
と
大

仕
事
で
す
。
折
り
合
い
を
つ
け
る
の
は
大
変

で
す
が
、
毎
年
し
て
い
る
こ
と
を
し
な
い
の

は
忘
れ
も
の
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
し
、
終

わ
っ
て
し
ま
え
ば
替
え
て
よ
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
年
中
行
事
は
暮
ら
し
に
メ
リ
ハ
リ
を

つ
け
て
く
れ
ま
す
ね
。

秦

住
ま
い
を
公
開
す
る
よ
う
に
な
っ

て
、
あ
ら
た
め
て
自
分
の
足
元
を
見
詰
め
直

す
機
会
を
持
ち
ま
し
た
。お
正
月
、お
彼
岸
、

お
ひ
な
さ
ん
、大
将
さ
ん（
端
午
の
節
句
）
、

建
具
替
え
、
祇
園
祭
、
お
盆
、
正
月
支
度
な

ど
、
季
節
ご
と
に
巡
っ
て
く
る
歳
時
に
忠
実

に
過
ご
し
て
い
る
と
、
規
則
的
な
暮
ら
し
と

い
う
存
在
が
自
分
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
よ

う
に
思
え
て
き
ま
す
。
そ
ん
な
住
ま
い
の
空

気
感
を
体
感
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
行
っ
て
い

る
体
験
会
な
ど
に
定
期
的
に
参
加
し
て
く
だ

さ
る
皆
さ
ん
か
ら
「
背
筋
が
伸
び
て
、
普
段

の
暮
ら
し
を
リ
セ
ッ
ト
で
き
る
の
が
楽
し

み
」
と
い
う
声
を
聞
け
る
の
が
う
れ
し
い
で

す
。―

維
持
が
大
変
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

桑
原

桑
原
専
慶
流
は
江
戸
時
代
か
ら
続

く
い
け
ば
な
の
家
で
す
。
築
１
０
０
年
の
わ

が
家
は
、
浄
妙
山
と
い
う
祇
園
祭
の
山
町
に

あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
商
家
の
多
い
地
区
で

す
が
、
最
近
は
ビ
ル
や
駐
車
場
が
増
え
ま
し

た
。
昔
の
よ
う
に
人
が
住
み
、
衣
替
え
を
し

て
も
ら
っ
て
生
き
生
き
し
て
い
る
町
家
は
減

る
一
方
で
す
。
「
家
は
悪
く
な
る
前
に
直
さ

な
い
と
、
ど
ん
ど
ん
悪
く
な
る
か
ら
」
と
母

に
言
わ
れ
、
私
も
修
理
し
な
が
ら
日
々
暮
ら

し
て
い
ま
す
。
戸
や
壁
を
直
し
て
い
る
お
う

ち
を
見
る
と
、
同
志
を
見
つ
け
た

よ
う
で
、
ほ
っ
と
し
ま
す
。

千

桑
原
さ
ん
の
ご
自
宅
は
、

お
花
の
会
を
催
さ
れ
た
と
き
に
私

も
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
京
都
の
町
家

で
も
、
あ
れ
だ
け
長
い
路
地
は
珍
し
い
と
思

い
ま
す
が
、
細
長
い
路
地
を
ず
っ
と
奥
に
入

っ
た
と
こ
ろ
に
水
を
張
っ
て
、
お
花
を
浮
か

べ
て
お
ら
れ
た
の
が
と
て
も
印
象
的
で
し

た
。
い
ろ
い
ろ
な
お
花
が
出
迎
え
て
く
れ
ま

し
た
が
、
い
つ
も
あ
ん
な
に
き
れ
い
に
し
て

お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

桑
原

家
で
も
花
を
教
え
て
い
る
の
で
、

普
段
か
ら
あ
ち
こ
ち
に
飾
っ
て
い
ま
す
。
水

溜
も
い
く
つ
か
あ
っ
て
、祖
父（

世
家
元
）

の
代
に
は
、
お
花
屋
さ
ん
が
届
け
て
く
れ
た

花
や
山
か
ら
切
り
出
し
た
枝
を
つ
け
て
お
く

だ
け
の
実
用
的
な
も
の
だ
っ
た
の
を
、父（

世
家
元
）
が
石
臼
や
御
影
石
を
使
っ
た
も
の

に
替
え
ま
し
た
。

き
れ
い
に
な
る
と
、
花
で
も
い
け
よ
う
か

と
い
う
気
持
ち
に
な
る
か
ら
不
思
議
で
す
。

庭
で
散
っ
て
い
た
花
を
浮
か
べ
た
り
、
け
い

こ
で
残
っ
た
花
も
小
さ
な
掛
花
に
し
た
り
、

ち
り
一
つ
な
い
よ
う
気
を
配
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
見
て
く
だ
さ
っ
た
方
の
気
持
ち
が

和
み
ま
す
よ
う
に
と
い
う
思
い
を
込
め
て
い

ま
す
。

秦

京
都
で
は
、
裏
庭
に
咲
い
た
花
を
切

り
取
っ
て
玄
関

先
に
生
け
て
人
を
お
迎
え

す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
、
わ
が
家
の
よ
う
な

一
般
の
商

家
で
も
日
常
の
暮
ら
し
の
中
に

浸
透
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
京
都
が
面

々
と
伝
統
や
文
化
を
紡
い
で
く
だ
さ
っ
て
い

る
方
の
多
い
土
地
柄
だ
か
ら
と
い
え
ま
す

ね
。―

京
都
に
は
、
も
て
な
し
の
文
化
が
根
付

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

千

お
茶
で
使
う
お
菓
子
も
、
夏
は
葛
や

寒
天

を
使
っ
た
透
明
感
の
あ
る
も
の
が
多

く
な
り
ま
す
。
見
た
目
も
一
つ
の
ご
ち
そ
う

な
の
で
、
お
料

理
や
道
具
の
取
り
合
わ
せ

も
、
夏
で

あ
れ
ば
少
し
で
も
涼
を
感
じ
て

い
た
だ
け
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
す
。
茶
の
湯

と
い
う
と
、
お
茶
し
か
飲
ま
な
い
と
思
わ
れ

が
ち
で

す
が
、
４

時
間
く

ら
い
か

け
、
懐

石
料
理
や
お
酒

を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ

き
な
が
ら
、
お
道
具
や
掛
け
物
の
話
で
盛
り

上
が
る
よ
う
な
茶
事
も
あ
る
ん
で

す
よ
。

桑
原

私
が
料
理
を
始
め
た
の

は
家
族
の
た
め
で
し
た
。
い
け
ば

な
は
草
木
と
い
う
生
き
物
に
接
す
る
仕
事
で

す
。
い
け
手
が
健

康
で
な
け
れ
ば
花
と
向

き
合
え
ま
せ
ん
。
準
備
や
片
付
け
な
ど
、
見

か
け
に
よ
ら
ず
重
労
働
な
の
で
、
も
っ
と
栄

養
の
あ
る
料
理
を
と
、
母
に
代
わ
っ
て
作
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
学
を
卒
業
す
る
こ
ろ

で
す
。

料
理
番
組
や
雑
誌
の
取
材
で
は
京
風
の
家

庭
料
理
お
ば
ん
ざ
い
を
披
露
す
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
が
、フ
レ
ン
チ
も
イ
タ
リ
ア
ン
も
、

普
段
の
食
事
の
範
囲
内
で
作
れ
る
も
の
は
取

り
入
れ
ま
す
。
家
族
の
喜
ぶ
顔
を
見
た
く
て

し
て
い
た
こ
と
が
、
い
つ
の
間
に
か
仕
事
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
仕
事
で
い
ろ
い
ろ
な
土

地
へ
行
き
ま
す
が
、
や
は
り
楽
し
み
な
の
は

食
べ
物
で
す

東
京
で
食
べ
た
い
の
は

お
す

し

天
ぷ
ら

う
な
ぎ
。
う
な
ぎ
の
か
ば
焼
き

は
、
京
都
の
じ
か
焼
き
に
比
べ
、
東
京
の
蒸

し
焼
き
は
、
ふ
っ
く
ら
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

千

私
が
京
都
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の

は
結
婚
し
て
か
ら
で
す
が
、
京
都
の
方
に
は

食
い
し
ん
坊
が
多
い
で
す
ね
。
京
都
で
茶
道

の
家
元
と
い
う
と
日
本
料
理
し
か
食
べ
な
い

の
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
京
都
の
両
親

は
洋
風
料
理
が
大
好
き
で
、
ハ
ン
バ
ー
グ
も

グ
ラ
タ
ン
も
喜
ん
で
食
べ
て
く
れ
ま
し
た
。

京
都
に
は
全
国
か
ら
人
や
モ
ノ
が
集
ま
っ

て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
古
い
も
の
を
大

切
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
い
い
も
の
は
新
し

く
て
も
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
る
気
風
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
普
段
の
食
事
は
質
素
で
も
、

旬
の
素
材
を
用
い
、
持
ち
味
を
生
か
し
て
上

手
に
使
い
切
る
工
夫
を
し
て
お
ら
れ
る
方
が

多
い
よ
う
で
す
。

秦

こ
の
住
ま
い
で
の
毎
日
の
暮
ら
し
か

ら
、
自
然
に
抗
わ
な
い
身
の
丈
に
合
っ
た
生

き
方
を
教
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま

す
。
京
都
は
、
日
々
繰
り
返
さ
れ
る
暮
ら
し

の
行
事
を
、
お
寺
や
神
社
だ
け
で
な
く
、
地

域
全
体
が
大
切
に
し
て
生
き
て
き
た
町
で

す
。
地
道
に
着
々
と
生
き
る
粘
り
強
さ
は
、

京
都
の
人
が
素
養
と
し
て
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
受
け
継
が

れ
て
き
た
形
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
そ
こ
に

新
た
な
価
値
観
を
紡
い
で
い
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

―
と
も
す
る
と
私
た
ち
が
忘
れ
が
ち
な
、

四
季
折
々
の
暮
ら
し
の
中
で
先
人
た
ち
が
大

切
に
紡
い
で
き
た
文
化
と
心
の
ぬ
く
も
り

を
、
京
女
お
三
方
か
ら
感
じ
ま
し
た
。

写
真
は
右
か
ら
武
者
小
路
千
家
家
元

京
都
市
上
京
区

桑
原
専
慶
流
家
元

京
都
市
中
京
区

秦
家
住
宅

京
都
市

下
京
区
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