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十
年
前
と
比
べ
る
と
隔
世
の
感
が
あ
る
。
私
が
言
う
隔
世
の
感
と
い
う

の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
十
年
近
く
前
は
、
茶
の
研
修
と
い
う

と
、
ま
ず
そ
ん
な
窮
屈
な
こ
と
は
ご
免
こ
う
む
り
た
い
と
い
う
よ
う
な
表

情
が
し
ぶ
し
ぶ
参
加
す
る
人
達
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
近
頃
は
、
素
直
な
心
と
態
度
で
接
し
て
く
れ
、
そ
れ
駄
少
な
く

と
も
知
ら
ぬ
こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
努
力
の
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
の
で
あ

る
。
近
頃
で
は
地
方
公
共
団
体
や
会
社
、
学
圏
又
ス
ポ
ー
ツ
関
係
な
ど
の

各
種
催
し
で
は
、
ま
ず
こ
ぞ
っ
て
茶
席
や
呈
茶
席
が
設
け
ら
れ
実
習
即
ち

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
解
説
付
き
で
行
わ
れ
る
の
だ
が
、
最
早
そ
れ

も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
し
、
男
性
が
多
く
喫
茶
す
る
姿
を
見
か

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

明
治
政
府
の
欧
化
思
想
と
富
国
強
兵
策
に
よ
っ
て
と
も
す
れ
ば
捨
て
て

し
ま
わ
れ
た
よ
う
に
扱
わ
れ
た
伝
統
文
化
が
、
二
十
一
世
紀
を
目
近
に
控

え
た
今
、
広
範
囲
に
復
活
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
東
洋
部
長
を
務
め
た
岡
倉
天
心
が
、
明
治

l

-

i
+

九
年
（
一
九
〇
六
年
）
に
日
本
文
化
を
紹
介
し
よ
う
と
し
て
書
い
た
『
茶

の
本
』
以
来
、
一
世
紀
近
く
経
過
し
て
、
伝
統
文
化
の
粋
と
い
わ
れ
る
茶

道
は
日
本
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
内
外
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

申
す
ま
で
も
な
く
「
文
化
」

(
C
U
L
T
U
R
E
)
と
は
「
心
を
耕
す
L

も
の
で
あ
る
。
茶
道
に
限
ら
ず
伝
統
文
化
と
は
、
心
の
琴
線
に
触
れ
る
何

物
か
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
茶
道
は
、
谷
川
徹
三
氏
が
、
『
茶
の

美
学
』
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
「
芸
術
性
L

「
哲
学
性
」
「
道
徳
性
」
「
社
交
性
」

と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を
備
え
て
お
り
、
更
に
「
修
道
性
」
「
宗
教
性
」
を
も

包
含
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
茶
道
文
化
を
構
成
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
六

せん•そうしつ、 1923年生まれ。茶
道裏干家家元。干利休居土より第十

五代。斎号、鵜雲斎。国際的な広い

視野で、茶道文化の浸透•発展と世

界平和をは力り、世界50ケ国以上を

歴肪’'ー盤からピースフルネス“提

晒。現在、京都市国際交流協会・京

都市社会教育財団•平安建都1200年
記念協会の各理事長、京都府公安委

員、アジア馬術逼盟会長、等‘100以上

の役職をもっc ハワイ大学教授、モ

スワワ大学名営教授、中固南開大学

顧問教授に就任。中国固務院哲学博

::tの学位授与。平成元年文化功労者。

平成六年春、勲二等旭日重光章。

言
い
か
え
れ
ば
、
世
界
に
誇
る
こ
と
の
で
き
る
サ
ロ
ン
文
化
だ
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
四
季
の
移
ろ
い
を
そ
の
ま
ま
に
取
り

入
れ
た
も
て
な
し
の
文
化
で
も
あ
る
。
自
然
を
友
と
し
、
自
然
と
と
も
に

融
合
一
体
化
す
る
こ
と
で
進
展
し
て
き
た
日
本
人
は
禅
の
精
神
の
注
入
に

よ
っ
て
、
茶
神
一
味
と
い
う
高
い
精
神
性
を
育
て
て
き
た
。
客
を
心
か
ら

も
て
な
し
て
、
一
座
建
立
を
は
か
る
中
か
ら
生
ま
れ
た
「
一
期
一
会
」
の

心
と
「
和
敬
清
寂
」
の
精
神
を
大
切
に
す
る
茶
道
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ

人
間
愛
の
美
学
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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毎
年
、
春
秋
の
二
回
私
が
日
本
文
化
史
茶
道
の
講
義
を
承
っ
て
い
る
、
「
つ
二

外
務
省
研
修
所
（
秋
の
各
省
よ
り
の
海
外
派
遣
者
）
の
実
施
研
修
と
こ
れ
定
へ
t

と
は
ま
た
別
に
年
一
回
の
行
事
と
な
っ
た
、
松
下
政
経
塾
の
茶
道
研
修
に
―

立
ち
会
っ
て
、
茶
道
文
化
に
つ
い
て
の
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
i

外
務
省
の
研
修
は
も
う
か
れ
こ
れ
二
十
年
近
く
続
い
て
お
り
、
東
京
音
i

羽
の
製
国
寺
近
く
に
あ
っ
た
外
務
省
研
修
所
に
出
か
け
て
い
た
が
、
数
年
一

前
か
ら
京
都
や
奈
良
の
実
地
見
学
と
と
も
に
私
ど
も
の
茶
室
に
来
て
下
さ

る
こ
と
に
な
っ
た

C

茶
の
実
技
点
前
と
、
客
の
な
り
方
な
ど
の
勉
強
と
と

も
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
裏
千
家
今
日
庵
の
茶
室
茶
庭
の
拝

観
に
よ
り
、
茶
道
文
化
に
直
接
ふ
れ
て
見
聞
を
広
め
て
も
ら
う
た
め
で
あ

る。
ま
た
、
松
下
政
経
塾
は
塾
生
が
指
導
者
と
と
も
に
二
泊
三
日
の
研
修
で
、

早
朝
の
座
禅
か
ら
始
ま
っ
て
作
務
（
庭
掃
除
な
ど
）
、
茶
の
点
前
、
実
技
及

び
講
義
を
三
日
間
、
朝
か
ら
夜
ま
で
続
け
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
茶
の

い
た
だ
き
方
や
点
前
を
中
心
に
茶
道
文
化
に
ふ
れ
て
日
本
の
伝
統
文
化
の

粋
を
理
解
し
、
少
し
で
も
将
来
に
役
立
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日

じ

く、1、
千

宗
室

つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

相
互
に
関
連
し
つ
つ
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
中
国
で
「
私
た
ち
は
客
に
茶
を
お
出
し
す

る
時
、
（
清
茶
一
杯
）
と
い
っ
て
出
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」
と
言
わ
れ
た

こ
と
が
あ
る
。
た
っ
た
一
杯
の
茶
で
は
あ
る
が
、
心
を
込
め
た
一
杯
で
あ

る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
千
利
休
は
「
茶
湯
を
医
す
る
の
み
L

と
い
っ

て
い
る
が
、
そ
の
原
点
は
喉
の
渇
き
を
止
め
る
た
め
の
飲
み
物
で
あ
り
、

薬
種
の
i
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
世
界
中
に
広
が
っ
て
い
る
各
種
の
飲
み

物
で
、
喉
の
渇
き
を
止
め
る
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
皆
無
で

わ
ん

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
怨
の
茶
を
喫
す
る
こ
と
を
根
底
に
担
え
な
が

ら
、
総
合
的
な
生
活
芸
術
の
世
界
を
創
り
出
し
得
た
の
は
、
茶
道
を
お
い

て
ほ
か
に
は
あ
り
得
な
い
。

荼
道
と
は
、
食
事
と
茶
を
喫
す
る
と
い
う
日
常
的
行
為
の
中
か
ら
、
四

時
間
、
す
な
わ
ち
二
刻
を
使
っ
た
二
幕
の
「
ド
ラ
マ
」
に
仕
立
て
上
げ
ら

れ
た
生
活
文
化
芸
術
で
あ
る
。
そ
う
し
た
日
常
的
行
為
を
繰
り
返
し
な
が

隻
高
い
精
神
性
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
に
茶
道
の
特
色
が
あ
る
。
我
が
国

に
は
能
楽
や
歌
舞
伎
、
文
楽
狂
言
等
と
い
う
多
く
の
伝
統
芸
術
が
存
在
す

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
非
日
常
の
世
界
の
中
で
遊
ぶ
精
神
性

を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
茶
道
と
は
全
く
異
な
っ
た
精
神
性
を

持
つ
特
異
な
文
化
芸
術
な
の
で
あ
る
。
懐
石
料
理
が
出
さ
れ
る
一
幕
目
に

し
て
も
、
濃
茶
邊
薄
茶
が
出
さ
れ
る
二
幕
目
で
取
り
合
わ
さ
れ
る
茶
道
具

に
し
て
も
、
観
賞
中
心
に
造
ら
れ
た
器
で
は
な
く
、
全
て
用
の
美
を
基
本

に
し
て
い
な
け
れ
ば
、
使
用
に
耐
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

心
の
こ
も
っ
た
一
謡
の
茶
と
、
心
を
こ
め
た
食
事
即
ち
一
汁
三
菜
の
懐

石
料
理
を
出
す
中
か
ら
、
高
い
精
神
性
を
生
み
出
し
て
い
る
茶
道
文
化
は

20 
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先
日
、
宮
城
県
三
本
木
町
に
あ
る
山
畑
横
穴
古
摂
群
（
国
指
定
史
跡
）

を
見
て
来
ま
し
た
。
同
古
墳
は
、
日
本
の
最
北
端
に
位
置
す
る
装
飾
古
墳

で
、
残
念
な
が
ら
直
に
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
隣
接
す
る

古
墳
資
料
展
示
室
で
、
そ
の
模
型
や
写
真
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

東
北
の
装
飾
古
墳
と
し
て
は
、
福
島
県
に
あ
る
清
戸
迫
横
穴
や
中
田
横
穴

な
ど
も
有
名
で
、
こ
れ
ら
は
年
に
数
回
公
開
日
を
設
け
て
い
る
の
で
、
そ

の
神
秘
的
な
模
様
を
間
近
に
見
て
感
激
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
装
飾
壁
画
は
、
同
心
円
文
や
人
物
像
か
ら
な
る
極
め
て
プ
リ

ミ
テ
ィ
ブ
な
模
様
で
、
全
国
的
に
有
名
な
飛
鳥
の
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
よ

う
に
大
陸
か
ら
伝
来
し
た
高
度
な
技
術
の
も
の
で
は
な
く
、
我
が
国
固
有

の
風
土
の
中
で
育
ま
れ
た
原
始
的
な
芸
術
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
非

常
に
興
味
深
い
も
の
で
す
。
や
は
り
、
芸
術
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
本

来
的
、
根
源
的
な
欲
求
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
肩
感
し
た
次
第
て
す
。

さ
て
、
今
月
号
は
著
作
権
の
特
集
で
す
。
法
律
上
、
奢
作
物
と
は
、
「
思

想
又
は
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
文
芸
、
学
術
、
美

術
又
は
音
楽
の
範
囲
に
属
す
る
も
の
」
と
さ
れ
て
お
り

r

装
飾
壁
画
も
立

派
な
著
作
物
と
い
え
ま
す
二
者
作
権
）
j
い
う
思
想
の
な
か
っ
た
古
代
に
お

い
て
は
、
壁
画
の
盗
作
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ

う

な

こ

と

を

つ

れ

づ

れ

考

え

て

い

ま

す

。

（

栗

）
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