
出席者

なかむら・まさお 年、愛知県

生まれ。桂離宮整備懇談会委員、文化

財保護審議会専門委員、迎賓館伝統的

技能検討委員長など歴任。京都伝統建

築技術協会理事長。

いけのぼう・ゆき 華道家元四十五

世池坊専永氏の長女。国内外でのいけ

ばな振興はもとより、講演や大学での

講義など、いのちを生かすといういけ

ばなの精神に基づいた活動を行なって

いる。日本いけばな芸術協会副会長。

天龍寺国際禅堂師家

安永 祖堂 氏

華道家元池坊次期家元

池坊 由紀 氏

京都工芸繊維大名誉教授

中村 昌生 氏

やすなが・そどう 年、愛媛県

生まれ。花園大文学部卒。花園大教授。

著書に『禅語録傍訳全書碧巌録』『禅

ぜんＺＥＮ』『笑う禅僧』など

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

明治以降、日本人が近代化の中で

置き去りにしてきたものを探る「日

本人の忘れもの」記念フォーラム

京都（主催、同キャンペーン推進委

員会、京都新聞社）がこのほど、京

都市中京区の京都商工会議所講堂で

開かれた。京都国際マンガミュージ

アム館長の養老孟司さんの基調講演

のあと、京都工芸繊維大名誉教授の

中村昌生さん、天龍寺国際禅堂師家

の安永祖堂さん、華道家元池坊次期

家元の池坊由紀さんの３人が、日本

人のよき価値観を京都から発信する

必要性について議論した。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。

パネルディスカッション 基調講演

安
永
祖
堂
氏

池
坊
由
紀
氏

中
村
昌
生
氏

文
化
は
見
え
な
い
部
分
に
池
坊
氏

自
然
と
一
体

失
っ
て
…
中
村
氏

日
本
人
の
忘
れ
も
の

日
本
人
の
忘
れ
も
の

記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム

記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム

京
都
京
都

中
村

茶
室
建
築
か
ら
生
ま
れ
た
床
の
間

は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
見
え
な
い
潜
在
的

な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
床
の
間
は
、

掛
け
軸
や
お
花
、
美
術
品
を
飾
り
、
そ
れ
を

仲
立
ち
に
し
て
、
一
座
に
集
う
人
た
ち
が
平

等
に
つ
な
が
り
、
和
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
す

要
の
存
在
で
し
た
。
京
都
で
は
ま
だ
床
の
間

の
あ
る
家
が
普
通
で
す
が
、
東
京
で
は
お
茶

を
習
っ
て
い
る
人
で
さ
え
、
家
に
床
の
間
の

あ
る
部
屋
が
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
と
聞
き
及

び
ま
す
。
大
切
な
和
の
精
神
も
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
よ
う
で
す
。

安
永

釈
し
ゃ

迦
か

さ
ま
は
、「
少
欲
知
足
」
「
大

欲

清
浄
」
と

い
う
、
非
常

に
分
か
り

や
す

い
言

葉
を

残
し

て
く

れ
て
い
ま
す
。
欲
の

本
質
を
よ
く
よ
く
見
極
め
れ
ば
、
結
局
む
な

し
い
も

の
で

あ
る

か
ら
、
足
り

る
こ
と
を

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
き
な
志
を
持

つ
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
が
、
清
い
も
の
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
心
を
持
つ
人

も
少
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。｜

京
都
の
よ
き
伝
統
を
現
代
に
生
か
す
た

め
に
ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
か
。

中
村

住
ま
い
の
伝
統
の
未
来
を
憂

う
れ

う
る

東
京
在
住
の
心
あ
る
人
た
ち
と
、
「
伝
統
を

未
来
に
つ
な
げ
る
会
」
を
設
立
し
ま
し
た
。

日
本
固
有
の
自
然
観
と
美
意
識
に
は
ぐ
く
ま

れ
た
日
本
の
森
林
と
伝
統
建
築
文
化
を
未
来

に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
、
幅
広
い
分
野
の
支

援
に
よ
る
市
民
運
動
が
必
要
で
す
。
私
た
ち

の
活
動
を
国
民
運
動
へ
と
拡
大
、
発
展
さ
せ

る
こ
と
が
、
日
本
人
の
忘
れ
も
の
を
次
世
代

に
伝
え
続
け
る
大
黒
柱
に
な
る
と
信
じ
て
い

ま
す
。

池
坊

い
け
ば
な
だ
け
で
な
く
、茶
道
家
、

工
芸
家
な
ど
、
多
彩
な
分
野
の
方
た
ち
が
垣

根
を
越
え
て
集
う
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
京
都
伝
統

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
立
ち
上
げ
て
い
ま
す
。
京

都
が
古
く
か
ら
大
切
に
し
て
き
た
価
値
観
や

生
活
ス
タ
イ
ル
を
世
界
に
発
信
し
、
伝
統
文

化
に
な
じ
み
の
な
い
方
々
に
伝
統
の
よ
さ
を

知
っ
て
も
ら
お
う
と
啓
発
活
動
を
し
て
い
ま

す
。安

永

京
都
の
仏
教
系
、
キ
リ
ス
ト
教
系

７
大
学
に
よ
る
「
京
都
・
宗
教
系
大
学
院
連

合
」
を
結
成
、
単
位
互
換
制
を
導
入
、
宗
教

全
般
を
学
生
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
う
活
動
を

し
て
い
ま
す
。
東
京
で
も
同
様
の
取
り
組
み

を
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
都
市
規
模
が
大

き
す
ぎ
て
無
理
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
京
都
の

適
度
な
都
市
規
模
と
、
相
国
寺
（
上
京
区
）

の
旧
境
内
に
キ
リ
ス
ト
教
系
の
同
志
社
大
学

が
立
地
す
る
と
い
う
懐
の
深
さ
が
あ
る
か
ら

こ
そ
実
現
し
た
連
合
で
す
。

｜
京
都
に
残
る
伝
統
の
心
の
良
さ
を
私
た

ち
京
都
人
も
も
っ
と
自
覚
し
て
、
後
世
に
引

き
継
い
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
再
確
認
し
ま

し
た
。

（
文
中
敬
称
略
）

小
欲
知
足

大
欲
清
浄

安
永
氏

｜
明
治
以
降
、
日
本
人
は
ど
ん
な
精
神
的

な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
か
。

中
村

西
洋
の
建
築
の
導
入
に
よ
る
近
代

化
が
進
ん
で
、
今
や
住
宅
も
、
科
学
技
術
を

駆
使
し
て
機
密
性
を
高
め
、
室
内
環
境
ま
で

人
工
的
に
操
作
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
競
っ
て
高
さ
を
誇
る
傾
向
が
強
く
、
い

わ
ば
自
然
を
制
圧
す
る
人
間
中
心
主
義
の
工

法
で
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

京
都
の
町
家
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本

の
伝
統
的
木
造
住
宅
は
木
と
土
の
性
質
を
知

り
尽
く
し
た
職
人
さ
ん
た
ち
が
、
昔
か
ら
蓄

積
し
た
経
験
の
科
学
が
生
ん
だ
手
法
を
駆
使

し
て
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
建
物
自
体
が
自
然

の
大
気
の
中
で
呼
吸
し
て
い
る
点
が
、
西
洋

の
建
築
と
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
で
し
た
。

日
本
で
は
昔
か
ら
、
大
地
に
身
を
委
ね
、

自
然
の
恩
恵
を
活
用
し
、
そ
の
脅
威
か
ら
も

身
を
守
る
と
い
う
、
自
然
と
一
体
と
な
っ
た

生
活
を
中
心
に
独
自
の
文
化
を
は
ぐ
く
ん
で

き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
時
代
以
降
、
近

代
化
は
、
和
魂
洋
才
か
ら
洋
魂
洋
才
の
文
明

開
化
へ
発
展
し
、
現
在
で
は
都
市
か
ら
農
村

に
ま
で
自
然
に
調
和
し
な
い
建
築
物
が
増
え

続
け
て
い
ま
す
。
今
回
の
大
震
災
は
、
そ
う

し
た
日
本
人
に
対
す
る
自
然
か
ら
の
警
告
で

は
な
い
か
と
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

池
坊

家
が
呼
吸
す
る
と
い
う
お
話
は
、

い
け
ば
な
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
草
花
と
い
う
自
然
を
生
活
の
中
に
取
り

入
れ
、
心
を
和
ま
せ
、
人
と
人
の
関
係
を
円

滑
に
す
る
と
い
う
文
化
と
し
て
生
活
に
根
ざ

し
て
き
ま
し
た
。

「
い
け
ば
な
」
と
い
う
言
葉
は
、
飾
り
花

と
は
違
う
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
ま
す
。
生

き
て
い
る
草
花
、
自
然
の
命
を
あ
る
が
ま
ま

あ
ら
ゆ
る
状
態
に
「
輝
き
」
を
見
い
だ
し
、

自
分
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
、
あ
る
い
は
心

を
寄
せ
て
い
る
存
在
に
対
し
て
お
供
え
し
、

お
互
い
に
響
き
あ
う
営
み
で
す
。

池
坊
は
、
中
興
の
祖

池
坊
専
慶
の
名
が

『
碧
山
日
録
』
に
記
さ
れ
て
か
ら
今
年
で
５

５
０
年
を
迎
え
ま
す
。
形
の
残
ら
な
い
い
け

ば
な
が
続
い
て
き
た
の
は
、
そ
こ
に
心
が
あ

っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長

養
老

孟
司
氏

ようろう・たけし 年、神奈川県生まれ。東京大医学部

卒。東京大教授を経て北里大教授など歴任。東京大名誉教授。

年から現職。著書『バカの壁』で毎日出版文化賞を受賞。

江
戸
時
代
末
期
、
日
本
の
人
口
は

特
に
東
北
地
方
を
中
心
と
し
た
凶
作

が
続
発
し
、
食
料
が
不
足
し
て
い
た

た
め
、
約
３
千
万
人
以
上
に
は
な
ら

ず
、
明
治
維
新
、
第
２
次
世
界
大
戦

を
経
て
現
在
で
は
約
１
億
２
千
万
人

と
、
１
４
０
年
余
り
の
期
間
で
４
倍

に
増
加
し
ま
し
た
。
要
因
は
、
開
国

に
よ
る
貿
易
や
、
石
炭
・
石
油
に
よ

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
量
利
用
で
国
内

生
産
が
活
発
化
し
、
食
料
を
中
心
と

し
た
物
資
が
豊
富
に
な
っ
た
こ
と
に

あ
り
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
に
は
功
罪
両
面

が
あ
り
ま
す
。
功
の
面
で
は
、
驚
異

的
と
世
界
各
国
か
ら
見
ら
れ
て
い
る

戦
後
の
経
済
成
長
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
一
方
で
、
人
力
に
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
と
い
う
「
げ
た
」
を
履
か
せ
た
が

た
め
に
、
人
間
そ
の
も
の
に
目
が
向

か
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
お
金
で
は

代
え
ら
れ
な
い
罪
で
は
な
い
か
と
私

は
考
え
ま
す
。

人
力
へ
の
依
存
度
が
高
い
農
林
水

産
業
な
ど

１
次
産
業
が
大
き
く
衰

退
し
た
半
面
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大
量

消
費
し
て
多
く
の

モ
ノ
や
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
る
２
次
、
３
次
産
業

が
高
く

評
価

さ
れ

る
社

会
で
は
、

一
人
の
人
間
の
存
在
価
値
は
、
ほ
と

ん
ど
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。点

数
で
測
る
評
価
、能
力
主
義
は
、

官
僚
的
な
手
続
き
だ
け
で
人
の
力
を

見
る
と
い
う
、
実
に
簡
便
な
方
法
で

す
。
試
験
の
点
数
だ
け
で
個
人
を
評

価
す
る
教
育
も
同
様
で
す
。
こ
れ
で

は
個
人
の
総
体
を
観
察
し
、
優
れ
た

部
分
を
伸
ば
す
対
応
は
不
可
能
で

す
。江

戸
時
代
中
期
、徳
川
将
軍
家
宣
、

家
継
の
補
佐
役
と
し
て
活
躍
し
た
新

井
白
石
は
、
現
在
の
群
馬
県
太
田
市

で
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
幼
い
こ
ろ
か

ら
学
問
に
優
れ
た
逸
材
と
い
う
こ
と

で
、
京
都
で
は
お
な
じ
み
の
、
高
瀬

川
を
開
い
た
豪
商
角
倉
了
以
か
ら
婿

養
子
に
と
申
し
込
ま
れ
た
そ
う
で

す
。
京
都
と
群
馬
、
こ
れ
ほ
ど
距
離

が
離
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

人
そ
の
も
の
を
見
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
江
戸
時
代
に
は
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

京
都
は
、
日
本
の
他
の
大
都
市
と

大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
伝
統
文

化
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、例
え
ば
、

祇
園
祭
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
町
衆

に
よ
る
共
同
体
精
神
が
根
強
く
残
っ

て
い
る
点
で
す
。
い
わ
ば
山
鉾
町
と

い
う
「
ム
ラ
」
が
残
っ
て
い
る
希
少

な
存
在
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
外
か

ら
入
っ
て
き
た
人
間
に
対
す
る
目
、

評
価
も
確
か
で
す
。
日
本
人
の
忘
れ

も
の
の
大
き
な
一
つ
、
人
を
見
る
目

が
、
京
都
に
は
強
く
息
づ
い
て
い
ま

す
。ま

た
京
都
人
は
、
世
間
向
け
の
建

前
と
本
音
が
、
は
っ
き
り
分
か
れ
て

い
る
こ
と
が
特
徴
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
建
前
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
か

ら
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
個
人
の
本

音
も
強
く
出
せ
ま
す
。

建
前
と
本

音
の
差
を
自
分
自
身
で
確
か
に
理
解

し
て
い
て
、
使
い
分
け
る
分
に
は
何

ら
問
題
は
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ

が
最
近
で
は
、
区
別
が
で
き
な
く
な

っ
て
、
本
音
が
伝
え
ら
れ
な
い
、
本

物
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
人
が
多

く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
危

き

惧
ぐ

す
べ

き
点
で
す
。

京の 人を見る 知恵

池
坊
由
紀
さ
ん
の
作
品

明
治
以
降
、
日
本
人
が
忘
れ
て
き
た
大
切
な
も
の
に
つ
い

て
語
り
合
う
パ
ネ
リ
ス
ト
各
氏
（
京
都
商
工
会
議
所
講
堂
）

京都新聞社会長兼社長 白石 方一

立石 義雄京都商工会議所会頭

日
本
は
明
治
維
新
以
降
、
近
代

化
を
推
進
し
、
戦
後
は
世
界
第
２

位
の
経
済
大
国
に
ま
で
発
展
を
遂

げ
ま
し
た
。

し
か
し
足
元
を
見
る
余
裕
も
な

く
、
ひ
た
す
ら
前
を
向
い
て
走
っ

て
き
た
結
果
、
不
祥
事
や
残
酷
な

事
件
な
ど
、
社
会
の
ひ
ず
み
を
象

徴
す
る
よ
う
な
現
象
が

多
発
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

中
で
、
３
月

日
に
発

生
し
た
東
日
本
大
震
災

の
衝
撃
は
、
私
た
ち
の
生
き
方
、

価
値
観
そ
の
も
の
を
考
え
直
さ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
を
招
き
ま
し

た
。戦

後
、
私
た
ち
が
置
き
忘
れ
て

き
た
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
生
き

と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
に
命
を

見
い
だ
す
「
草
木
国
土
悉
皆
成

仏

の
思
想
や

他
人
へ
の
思
い
や

り
、
人
と
人
と
の
き
ず
な
と
い
っ

た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

京
都
は
１
２
０
０
年
の
歴
史
に

裏
打
ち
さ
れ
た
生
活
の
知
恵
を
昇

華
さ
せ
、
文
化
面
で
の
創
造
性
を

発
揮
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
日

本
の
伝
統
の
心
が
、
い
ま
な
お
残

る
都
市
で
す
。
社
会
が
混
迷
す
る

今
日
、
京
都
か
ら
温
故

知
新
の
知
恵
を
、
日
本

中
、
あ
る
い
は
世
界
中

に
発
信
す
る
意
義
は
、

ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い

る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

京
都
新
聞
で
は
今
年
７
月
か
ら

１
年
間
の
予
定
で
、
毎
週
日
曜
日

の
朝
刊
紙
面
で
、
各
界
の
ご
協
力

を
え
て
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
展
開
し
て
お
り

ま
す
。
今
回
の
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム

を
機
会
に
、
ぜ
ひ
お
読
み
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

京
都
は

昔
か
ら
の
人
々
の
生

き

方
、
暮

ら
し

方
、
街

の
あ
り

方
の
中
か

ら
芸

術
、
文

化
、
産

業
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
、
伝
統
を
守

り
な
が
ら
時

代
の
先
端
を
採
り

入
れ
、
活
性
化

し
て
き
た
街
で

す
。し

か
し
、
日
本
は
明
治
以
来
、

「
坂
の
上
の
雲
」
を
追

い
か
け
な
が
ら
、
和
魂

洋
才
を
モ
ッ
ト
ー
に
、

富
国
強
兵
、
殖
産
産
業

で
世
界
の
一
等
国
に
上

り
詰
め
、
第
２
次
世
界
大
戦
の
終

戦
後
も
灰
じ
ん
の
中
か
ら
高
度
経

済
成
長
で
奇
跡
の
復
興
を
と
げ
ま

し
た
が
、
一
方
で
、
日
本
人
が
大

切
に
し
て
き
た
古
き
よ
き
心
は
置

き
去
り
に
し
て
し
ま
っ
た
の
も
事

実
で
す
。

そ
う
い
っ
た

日
本
人
の
忘
れ

か
け
た
心
は
、
自
然
と
共
生
し
な

が
ら
快
適
に

暮
ら
す
と
い
う
こ

れ
か
ら

の
社

会
の
中

で
、
将
来

の
展
望
を
描
け
な
い
で

い
る
世

界
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
人
と
し

て
の
生
き
方
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
あ
り
方
を

示
唆
し
て
く
れ
る

も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。

幸
い
に
も
私
た
ち
の

暮
ら
す
京
都
に
は
、
ま

だ
日
本
の
美
徳
が
数
多

く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

質
素
な
暮
ら
し
の
中
で

も
自
然
を
愛
で
る
心
、
お
隣
さ
ん

と
の
き
ず
な
を
大
切
に
す
る
心
、

神
仏
を
拝
む
心
。

今
回
、
未
曾
有
の
東
日
本
大
震

災
で
日
本
人
が
心
の
大
切
さ
に
気

づ
い
た
今
こ
そ
、
私
た
ち
京
都
が

長
年
培
っ
て
き
た
心
を
世
界
に
発

信
す
る
と
き
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

■「日本人の忘れもの」は京都新聞ホームページでも御覧いただ

けます。

昔
か
ら
和
の
精
神
を
培
う
核
と
な
っ
て
き
た

床
の
間
（
京
都
市
右
京
区
・
河
原
家
住
宅
）

安
永

中
村
さ
ん
の
ご
専
門
で
あ
る
茶

室
、
池
坊
さ
ん
の
華
道
、
ど
ち
ら
も
禅
と
深

い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本

文
化
と
仏
教
と
は
絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を

保
ち
つ
つ
、
こ
ん
に
ち
に
至
っ
て
い
ま
す
。

今
年
の
五
山
の
送
り
火
で
は
、
被
災
地
の

マ
ツ
を
使
う
か
ど
う
か
で
抗
議
の
電
話
が
京

都
市
に
殺
到
し
、
行
政
が
混
乱
し
た
と
聞
い

て
い
ま
す
。
送
り
火
は
、
迎
え
火
で
招
い
た

ご
先
祖
の
霊
を
再
び
送
り
帰
す
と
い
う
民
間

の
宗
教
行
為
で
、
行
政
が
主

催
す
る
文
化
行
事
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
宗
教
と
文
化
と
の

境
目
、
バ
ラ
ン
ス
を
理
解
で

き
な
い
人
が
多
く
な
っ
た
こ

と
は
、
宗
教
者
の
一
人
と
し

て
残
念
に
感
じ
ま
し
た
。

伝
統
文
化
の
知
識
は
、
教

え
れ
ば
次
世
代
に
教
え
ら
れ

ま
す
が
、
知
恵
は
伝
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
禅
の
世
界
で
は
師

弟
の
関
係
は
絶
対
で
、
師
が

白
を
黒
と
言
え
ば
、
黒
で
す

と
答
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
が
、
い
っ
た
ん

修
行
に
入
り
ま
す
と
、
師
と
弟
子
は
仇

か
た
き

同
士

に
変
化
し
ま
す
。
師
は
弟
子
を
徹
底
的
に
鍛

え
、
弟
子
は
師
を
乗
り
越
え
よ
う
と
必
死
に

修

行
し

ま
す
。
そ
の

プ
ロ
セ
ス
を

経
て
弟

子
は
自
分
自
身
で
知
恵
に
目
覚
め
る
の
で

す
。｜

た
し
か
に
、
京
都
に
は
深
い
精
神
性
を

秘
め
た
価
値
観
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

池
坊

い
け
ば
な
に
し
て
も
お
茶
に
し
て

も
、
見
え
な
い
部
分
に
文
化
の
本
質
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
コ
ス
モ
ス
を
中

心
に
し
た
い
け
ば
な
が
あ
る
と
し
ま
す
。
見

た
方
が
「
美
し
い
ね
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
る

だ
け
で
は
、花
の
観
賞
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
い
け
た
コ
ス
モ
ス
と
コ
ス
モ
ス
と

の
間
に
流
れ
て
い
る
秋
の
風
や
、
ま
た
そ
こ

に
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
込
め
て
作
品
を
表
現

し
て
い
ま
す
。
現
代
社
会
で
は
、
見
え
な
い

も
の
を
感
じ
と
る
心
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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