
プロの俳優が薬屋の旦那さんやご寮さん、丁稚などに扮して外国人参加者を案内する。
江戸時代の大坂弁ながら軽妙な演技で参加者の緊張をほぐす。

上／吉田家住宅主屋。木造の高塀で囲まれた大阪町家の風情が今も残っ
ている。「仕舞屋造り」が特徴的（写真提供／産経新聞社）。
下／吉田家住宅の奥庭と土蔵（写真提供／産経新聞社）。

吉田家住宅主屋の座敷。床の間や棚、座敷飾りなどの和の住空間に心が和む（写真提供／産経新聞社）。

阪
急
梅
田
駅
か
ら
歩
い
て
10
分
、
マ
ン

シ
ョ
ン
や
ビ
ル
が
ひ
し
め
く
交
通
量
の
多

い
大
通
り
を
1
本
隔
て
る
と
、
突
然
、
昔

な
が
ら
の
木
造
2
階
建
て
仕し

舞も
た

屋や

造
り
の

主し
ゆ

屋お
く

と
、
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
建
つ
15
戸

の
長
屋
群
が
現
れ
る
。
N
H
K
連
続
テ

レ
ビ
小
説
『
ご
ち
そ
う
さ
ん
』
の
西
門
家

の
建
物
モ
デ
ル
と
も
な
っ
た
吉
田
家
住
宅

だ
。
1
9
2
1
年
建
造
、
大
正
期
の
都

市
住
宅
の
姿
を
と
ど
め
る
貴
重
な
建
物
と

し
て
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
と
も
な
っ

て
い
る
吉
田
家
の
主
屋
が
「
上
方
生
活
文

化
堂
」
の
会
場
と
な
っ
て
い
る
。

何
ら
特
徴
を
見
出
せ
な
い
ビ
ル
や
殺
風

景
な
オ
フ
ィ
ス
の
一
室
で
は
な
く
、
通
常

非
公
開
、
今
も
人
が
住
ま
う
古
民
家
で
行

わ
れ
る
文
化
講
座
は
、「
場
」
が
も
た
ら

す
力
を
最
大
限
に
生
か
し
た
、
五
感
に
強

く
訴
え
か
け
る
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
日
は
朝
か
ら
小
雨
が
降
っ
て
い
た
。

足
元
の
ぬ
か
る
ん
だ
感
触
に
、
こ
の
一
角

だ
け
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
の
な
い
土
の
道

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
玄
関
前
の
手
入

れ
さ
れ
た
前せ

ん

栽ざ
い

に
、
今
も
こ
こ
で
人
が
暮

ら
し
て
い
る
と
い
う
確
か
な
息
遣
い
が
感

じ
ら
れ
た
。

玄
関
を
通
り
、
仏
間
を
抜
け
た
先
の
座

敷
が
会
場
と
な
る
。
畳
に
小
さ
な
椅
子
と

机
が
い
く
つ
も
並
べ
ら
れ
た
さ
ま
は
講
座

然
と
し
て
い
る
が
、
座
敷
に
設
け
ら
れ
た

床
の
間
に
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
掛

軸
が
掛
け
ら
れ
、
花
入
れ
に
季
節
の
花
、

脇
の
違
い
棚
に
調
度
品
が
飾
ら
れ
て
お
り
、

端
正
な
生
活
の
香
り
に
心
が
安
ら
ぐ
思
い

が
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
節
に
寄
り
添
っ

た
「
し
つ
ら
い
」
は
、
か
つ
て
日
々
の
暮

ら
し
の
当
た
り
前
の
姿
で
あ
っ
た
が
、
住

空
間
か
ら
床
の
間
が
消
え
て
久
し
い
現
代

の
参
加
者
に
と
っ
て
は
懐
か
し
く
、
あ
る

い
は
新
鮮
に
映
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

暮
ら
し
の
気
配
が
濃
厚
に
漂
う
座
敷
で

行
わ
れ
る
「
上
方
生
活
文
化
堂
」
は
、
午

前
と
午
後
の
2
部
制
と
な
っ
て
い
る
。
第

1
部
の
講
演
は
産
経
新
聞
社
の
論
説
委
員

で
あ
り
、
生
活
文
化
堂
の
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

で
も
あ
る
山
上
直
子
氏
に
よ
る
開
会
の
挨

拶
に
始
ま
っ
た
。

ま
ず
は
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
（
以
下
、

今
昔
館
）
谷
直
樹
館
長
に
よ
る
上
方
生
活

文
化
講
座
。
3
回
目
と
な
る
12
月
の
テ
ー

マ
は
「
大
坂
の
芝
居
と
劇
場
」。
江
戸
時

代
、
大
坂
に
は
芝
居
小
屋
が
建
ち
並
び
、

上
方
歌
舞
伎
が
京
の
み
な
ら
ず
こ
の
地
で

い
か
に
華
ひ
ら
き
隆
盛
を
誇
っ
た
か
を
当

時
の
経
済
状
況
と
絡
め
て
解
説
、
さ
ら
に

当
時
流
行
っ
た
上
方
役
者
絵
が
ス
ラ
イ
ド

で
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
、
今
昔
館
所
蔵
の

役
者
絵
の
実
物
が
公
開
さ
れ
、
日
頃
ガ
ラ

ス
越
し
で
し
か
見
ら
れ
な
い
浮
世
絵
を
間

近
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
も
つ
く
ら

れ
た
。

実
は
、
こ
の
講
座
で
は
今
昔
館
所
蔵
品

の
資
料
を
持
ち
込
ん
で
飾
ら
れ
る
の
も
企

画
の
目
玉
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
床

の
間
の
掛
軸
は
、
館
蔵
品
の
な
か
か
ら
そ

の
月
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
ぶ
。
こ
の

日
は
四
条
派
の
画
家
菅す

が

其き

翠す
い

筆
「
宇
治
橋
・

大
坂
三
大
橋
図
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
。

大
阪
の
生
活
文
化
を
学
ぶ

「
上
方
生
活
文
化
堂
」

ほ
か
に
二
代
長
谷
川
貞
信
が
描
い
た
画

帖
「
浪
花
行
事
十
二
月
」
か
ら
、
テ
ー
マ

に
沿
っ
た
頁
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
今
回

は
「
春
待
月　

顔
見
世
芝
居
」。
春
待
月

と
は
陰
暦
12
月
の
異
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら

展
示
品
の
作
品
解
説
を
担
当
す
る
の
は
同

館
の
服
部
麻
衣
学
芸
員
。「
浪
花
行
事

十
二
月
」
に
つ
い
て
、
顔
見
世
芝
居
が
、

当
時
の
大
坂
の
12
月
の
行
事
で
あ
っ
た
こ

と
、
揃
い
の
頭
巾
を
か
ぶ
っ
た
役
者
の

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
と
も
い
う
べ
き
「
手
打
連

中
」
が
い
て
、
贔
屓
の
俳
優
に
手
を
打
っ

た
こ
と
な
ど
、
谷
館
長
の
講
演
内
容
と
も

関
連
さ
せ
な
が
ら
、
初
心
者
に
も
わ
か
り

や
す
く
読
み
解
い
て
い
く
。

続
く
大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化

研
究
所
池
永
寛
明
所
長
に
よ
る
「
上
方
ル

ネ
ッ
セ
講
座
・
大
阪
の
文
化
戦
略
」
で
は
、

大
阪
に
は
「
日
本
初
」
の
も
の
が
多
い
と

い
う
事
例
を
提
示
し
、
特
に
近
畿
発
の
食

文
化
が
豊
か
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
紹
介
、

こ
う
し
た
文
化
が
生
ま
れ
た
土
壌
と
し
て
、

17
世
紀
の
元
禄
文
化
や
、
18
世
紀
の
私
塾

の
隆
盛
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
生い

く

玉た
ま

人
形
な
ど
当
時
の
玩
具
を
実
際
に
動
か
し

な
が
ら
大
阪
の
「
お
ま
け
」
文
化
の
発
達

に
も
言
及
し
た
。
そ
の
後
、
谷
、
山
上
、

池
永
三
氏
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や

受
講
者
と
の
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
第
1

部
は
終
了
と
な
っ
た
。

「
ル
ネ
ッ
セ
」を
実
践
す
る
た
め
の
新
た
な
試
み

文
化
講
座「
上
方
生
活
文
化
堂
」を
体
験
報
告

過
去
か
ら
現
代
、
そ
し
て
未
来
へ
―
―

都
市
や
地
域
社
会
の
価
値
を
再
起
動
し
、
つ
な
い
で
い
く
。

今
、
大
阪
で「
ル
ネ
ッ
セ
」の
ひ
と
つ
の
実
践
例
と
も
い
え
る
文
化
講
座
が
始
動
し
て
い
る
。

産
経
新
聞
社
と
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
、

大
阪
ガ
ス
㈱
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
が
仕
掛
け
る「
上
方
生
活
文
化
堂
」が
そ
れ
だ
。

実
際
の
体
験
と
関
係
者
へ
の
取
材
を
通
し
、

こ
の
講
座
が
誕
生
し
た
背
景
や
目
指
す
も
の
を
紹
介
す
る
。

取
材
・
執
筆
＝
加
藤
し
の
ぶ
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上／二代長谷川貞信筆・画帖「浪花行事十二月」より「春待月 顔見世芝居」（所蔵／大阪く
らしの今昔館）。
下／大阪くらしの今昔館が所蔵する菅其翠筆「宇治橋・大坂三大橋図」双幅について解説
をする服部麻衣学芸員（写真提供／産経新聞社）。

CELの「ルネッセ」を基軸にした本研究所の池永寛明所長による「上方ルネッセ講座」では、
大阪、近畿の文化に対する熱い想いも語られた（写真提供／産経新聞社）。

「上方生活文化堂」の講座をナビゲート
する産経新聞社論説委員の山上直子氏

（写真提供／産経新聞社）。

20
名
ほ
ど
の
「
上
方
生
活
文
化
堂
」
受

講
者
の
反
応
は
、
熱
心
の
一
言
で
あ
る
。

平
日
昼
間
の
開
催
と
あ
っ
て
、
参
加
者
は

60
代
以
上
の
シ
ニ
ア
世
代
が
多
か
っ
た
が
、

講
師
の
話
に
深
く
頷
き
、
時
折
驚
き
や
感

嘆
の
声
が
あ
が
り
、
集
中
が
途
切
れ
る
こ

と
が
な
い
。
講
義
内
容
へ
の
深
い
関
心
や

吸
収
力
の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。

第
2
部
は
も
う
ひ
と
つ
の
目
玉
、
日
本

料
理
「
か
こ
み
」
の
若
き
店
主
栫か

こ
い

山や
ま

一

希
氏
に
よ
る
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
料
理
を

堪
能
す
る
会
で
あ
る
。

最
初
に
栫
山
氏
よ
り
本
日
の
献
立
に
つ

い
て
説
明
が
行
わ
れ
た
。
毎
回
テ
ー
マ
に

沿
っ
た
料
理
を
供
し
て
い
る
が
、「
春
待

月
」
の
献
立
は
、
師
走
の
公
園
で
落
葉
を

拾
う
親
子
の
姿
を
見
て
、「
親
と
子
の
食

材
」
を
使
う
こ
と
を
思
い
つ
い
た
と
い
う
。

テ
ー
マ
に
ち
な
み
、
冬
に
旬
を
迎
え
る
鱈た

ら

の
身
と
白
子
を
使
っ
た
心
身
と
も
に
温
ま

る
椀
物
が
こ
の
日
の
一
品
と
し
て
出
さ
れ

た
。
美
味
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
吉
田
家
の
庭
先
に
実
を
付
け
て
い
る

千
両
や
南
天
の
枝
を
箸
置
き
と
し
、
同
じ

講
師
と
受
講
者
の
橋
渡
し
を
す
る
山
上
氏

に
、
産
経
新
聞
社
が
な
ぜ
「
上
方
生
活
文

化
堂
」
を
開
催
し
た
の
か
、
ど
う
い
う
こ

と
を
伝
え
た
い
の
か
を
お
聞
き
し
た
。

「
産
経
新
聞
は
1
9
3
3
年
、
大
阪
で

創
刊
し
て
今
年
で
85
周
年
を
迎
え
ま
す

（
創
刊
当
時
の
名
称
は
「
日
本
工
業
新
聞
」、
後

に
「
産
経
新
聞
」）。
大
阪
発
祥
の
新
聞
と

し
て
、
一
貫
し
て
大
阪
文
化
、
上
方
文
化

を
応
援
し
て
き
ま
し
た
。
先
の
大
戦
で
焼

け
野
原
と
な
っ
た
大
阪
で
は
、
戦
後
七
十

数
年
を
経
て
、
古
き
良
き
生
活
文
化
が
失

わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
い
ま
一
度
、
大

阪
・
上
方
文
化
の
良
さ
を
見
直
し
、
掘
り

起
こ
し
た
い
。
そ
の
一
環
と
し
て
生
活
文

化
を
学
ぶ
文
化
講
座
を
始
め
ま
し
た
」

実
は
『
夫め

お

と婦
善ぜ

ん

哉ざ
い

』
で
知
ら
れ
る
作
家

の
織
田
作
之
助
は
「
日
本
工
業
新
聞
」
の

記
者
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
司
馬

遼
太
郎
も
産
経
新
聞
の
記
者
で
あ
っ
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
大
阪
出
身
で
、

大
阪
を
愛
し
、
文
化
に
も
通
じ
た
ふ
た
り

の
作
家
の
精
神
は
、
今
も
産
経
新
聞
の
根

幹
を
形
づ
く
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

「
司
馬
が
大
阪
の
な
り
た
ち
に
つ
い
て
描

い
た
『
大
阪
の
原
形
―
―
日
本
に
お
け
る

も
っ
と
も
市
民
的
な
都
市
』
と
い
う
有
名

な
文
章
が
あ
り
ま
す
が
、
古
代
か
ら
明
治

維
新
に
至
る
ま
で
い
か
に
し
て
大
阪
が
日

本
一
の
経
済
都
市
、
商
都
と
な
っ
た
か
を

語
り
、
そ
の
最
後
に
『
こ
の
大
阪
が
、
徳

川
時
代
、
演
劇
と
文
学
の
中
心
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
な
ど
も
述
べ
た
か
っ
た
が

…
…
』
と
話
を
置
き
、『
た
だ
、
演
劇
の

近
松
門
左
衛
門
、
散
文
文
学
の
井
原
西
鶴

を
大
阪
が
生
ま
な
か
っ
た
ら
明
治
以
後
の

日
本
文
学
の
伝
統
は
ず
い
ぶ
ん
さ
び
し
い

も
の
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
』
と
し
て

い
ま
す
。
そ
の
後
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期

に
大
阪
は
一
時
、
東
京
を
し
の
ぐ
『
大
大

阪
』
の
時
代
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、

東
京
と
も
京
都
と
も
違
う
、
裕
福
な
商
人

た
ち
を
中
心
と
す
る
華
や
か
な
大
阪
文
化

が
は
ぐ
く
ま
れ
、
生
活
の
な
か
に
も
息
づ

い
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦
争
で
大
阪

は
焼
け
野
原
と
な
り
、『
家
』
や
『
人
』

と
と
も
に
、
大
阪
の
生
活
文
化
も
ほ
と
ん

ど
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」

こ
の
ま
ま
、
か
つ
て
大
阪
に
も
い
い
も

の
が
あ
っ
た
、
と
た
だ
過
去
の
話
に
な
っ

て
し
ま
う
の
は
悲
し
い
と
山
上
氏
は
話
す
。

大
阪
で
生
ま
れ
、
育
ち
、
著
名
な
文
化
人

を
輩
出
し
て
き
た
産
経
新
聞
と
し
て
も
、

自
分
自
身
で
も
、
や
は
り
大
阪
を
、
そ
し

て
上
方
文
化
を
今
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
応

援
し
て
い
き
た
い
、
そ
し
て
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
大
阪
の
文
化
に
い
ま
一
度
、
光
を
当

て
た
い
と
話
す
。

「『
お
笑
い
』
だ
け
が
大
阪
の
文
化
で
は

な
い
。
富
と
歴
史
を
土
壌
に
、
上
質
で
上

品
な
生
活
文
化
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

体
系
的
に
体
得
す
る
場
と
し
て
『
上
方
生

活
文
化
堂
』
を
開
き
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な

紙
面
を
通
し
て
、
情
報
発
信
を
し
て
い
け

た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
」

現
在
産
経
新
聞
で
は
、
受
講
者
の
み
で

「
お
笑
い
」だ
け
が
大
阪
の
文
化
で
は
な
い

―
―「
上
方
生
活
文
化
堂
」開
催
の
背
景

く
庭
に
実
っ
て
い
た
柚
の
皮
を
料
理
に
添

え
る
と
い
う
、
店
主
の
も
て
な
し
の
心
遣

い
が
何
よ
り
の
御
馳
走
と
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

「
上
方
生
活
文
化
堂
」
受
講
者
は
、
大
阪
、

兵
庫
な
ど
近
郊
在
住
者
が
中
心
だ
。
受
講

理
由
を
た
ず
ね
る
と
「
ず
っ
と
大
阪
に
住

ん
で
い
て
も
知
ら
な
い
こ
と
が
ま
だ
ま
だ

た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
を
知
り
た
い
」

「
今
の
大
阪
は
全
然
だ
め
に
な
っ
て
い
る
。

昔
の
面
影
が
な
く
な
っ
た
こ
の
町
の
良
さ

を
、
再
確
認
し
た
い
」
な
ど
の
声
が
聞
か

れ
た
。
明
確
な
学
び
の
意
志
が
う
か
が
え
、

4
時
間
と
い
う
長
丁
場
に
も
疲
れ
を
見
せ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
帰
り
際
、
皆
満
た

さ
れ
た
表
情
を
浮
か
べ
て
い
る
の
が
印
象

的
だ
っ
た
。
受
講
者
に
リ
ピ
ー
タ
ー
が
多

い
と
聞
く
が
、
納
得
で
あ
る
。

第
1
部
の
講
演
で
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
役
と

し
て
講
演
内
容
に
絶
妙
な
説
明
を
加
え
、

な
く
、
幅
広
い
読
者
に
上
品
で
上
質
な
上

方
文
化
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
、
毎
月

1
回
夕
刊
に
「
上
方
再
見
」
と
題
し
た
特

集
を
組
み
、「
上
方
生
活
文
化
堂
」
の
講

演
内
容
と
連
動
し
た
記
事
を
掲
載
し
て
い

る
。ほ

か
に
も
夕
刊
一
面
に
関
西
が
世
界
に

誇
る
技
術
を
紹
介
す
る
「
関
西
の
力
」、

魅
力
と
魔
力
に
み
ち
た
京
都
案
内
「
誘
惑

す
る
京
都
」
な
ど
、
大
阪
、
上
方
の
文
化

を
精
力
的
に
発
信
し
て
い
る
。

山
上
氏
は
、「
上
方
生
活
文
化
堂
」
を

吉
田
家
住
宅
で
開
催
す
る
意
義
と
し
て
、

「
住
ま
い
で
行
う
こ
と
で
感
じ
て
も
ら
え

る
文
化
の
豊
か
さ
が
あ
る
」
と
語
る
。

た
と
え
ば
掛
軸
の
掛
け
方
を
知
ら
な
い
、

花
を
生
け
た
花
入
れ
を
ど
こ
に
お
け
ば
い

い
か
わ
か
ら
な
い
人
も
、
床
の
間
の
し
つ

ら
な
の
で
す
」

そ
う
い
う
意
味
で
、
吉
田
家
住
宅
を
残

し
て
い
く
重
要
性
も
、
難
し
さ
も
感
じ
て

い
る
。
ま
ず
は
「
こ
こ
大
事
だ
よ
ね
」
と

思
う
サ
ポ
ー
タ
ー
を
増
や
す
こ
と
が
必
要

と
話
す
。

谷
館
長
も
、
大
阪
の
都
心
部
に
あ
り
、

第
二
次
世
界
大
戦
で
周
囲
が
焼
け
野
原
に

な
っ
た
な
か
、
奇
跡
的
に
空
襲
を
免
れ
て

生
き
残
っ
た
吉
田
家
住
宅
の
存
在
は
大
き

い
と
い
う
。

普
請
道
楽
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
そ
の
時
の

当
主
の
趣
味
を
反
映
し
て
、
主
屋
は
当
時

珍
し
か
っ
た
2
階
建
て
、
し
か
も
2
階
に

も
床
の
間
と
書
院
を
設
け
て
い
る
。
借
家

に
あ
た
る
長
屋
も
、
路
地
に
面
し
て
い
る

場
合
、
道
幅
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
家
を
建
て
る

の
が
一
般
的
な
と
こ
ろ
、
吉
田
家
の
長
屋

は
小
さ
い
庭
を
つ
く
る
な
ど
、
ハ
イ
レ
ベ

ル
な
住
ま
い
の
文
化
が
長
屋
に
ま
で
反
映

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
数
年
前
の

修
理
工
事
の
際
に
、
長
屋
に
も
太
い
棟
木

ら
え
を
見
れ
ば
皮
膚
感
覚

で
そ
れ
が
わ
か
る
。
こ
の

場
が
あ
る
だ
け
で
、
言
葉

を
尽
く
さ
な
く
て
も
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

「
生
活
の
文
化
と
い
う
の

は
住
ま
い
が
な
く
な
る
と

急
速
に
な
く
な
っ
て
い
く
。

京
文
化
が
残
っ
て
い
る
の

は
町
家
が
残
っ
て
い
る
か

場
が
あ
っ
て
こ
そ
、
文
化
は
育
つ
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て
そ
こ
に
育
っ
た
も
の
を
使
っ
た
り
、
掛

軸
を
掛
け
た
り
花
を
生
け
た
り
ま
で
は
な

か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
空

間
、
し
つ
ら
え
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
を
実

際
に
や
っ
て
み
る
と
、
こ
ん
な
に
素
晴
ら

し
い
も
の
に
な
る
の
か
と
再
認
識
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
最
高
の
お
も
て
な

し
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
毎
回
献

立
を
考
え
る
の
が
楽
し
み
で
す
。
少
し
慣

れ
て
き
た
分
、
今
後
は
も
っ
と
新
し
い
も

の
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
と
思
い
ま
す
」

栫
山
氏
の
最
後
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま

「
上
方
生
活
文
化
堂
」
が
目
指
す
こ
と
で

あ
り
、「
ル
ネ
ッ
セ
」
の
提
言
を
具
現
化

し
て
い
る
と
感
じ
る
。

「
上
方
生
活
文
化
堂
」
は
今
後
も
体
系
的

に
上
方
文
化
を
体
得
で
き
る
よ
う
、

2
0
1
8
年
8
月
ま
で
の
講
座
内
容
は

決
定
し
て
い
る
。

本
誌
前
号
（
34
頁
）
で
、
江
戸
期
大
坂

を
中
心
に
一
大
サ
ロ
ン
と
文
人
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
築
い
た
文
人
木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど
う

を
と

り
あ
げ
た
の
を
覚
え
て
お
ら
れ
る
だ
ろ
う

か
。
延
べ
4
万
人
に
も
の
ぼ
る
専
門
や
立

場
、
年
齢
な
ど
を
超
え
た
人
々
と
の
交
流

を
果
た
し
た
蒹
葭
堂
。
今
後
こ
の
講
座
が

「
現
代
版
木
村
蒹
葭
堂
」
と
も
い
う
べ
き

開
か
れ
た
知
の
交
流
・
実
践
の
場
と
し
て

さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
願
う
。

な
ど
、
し
っ
か
り
し
た
部
材
が
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。「
1
0
0
年
近

い
歳
月
を
耐
え
て
残
っ
た
木
造
住
宅
と
い

う
価
値
は
大
き
い
」
そ
う
で
あ
る
。

今
昔
館
の
所
蔵
品
も
こ
の
家
に
展
示
す

る
こ
と
で
、
特
に
掛
軸
な
ど
は
本
来
の
姿

で
、
ふ
さ
わ
し
い
季
節
感
、
空
気
感
で
見

て
も
ら
え
る
と
い
う
。「
文
化
財
を
保
存

す
る
こ
と
も
大
事
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は

活
用
す
る
こ
と
も
必
要
。
こ
う
い
う
場
で

飾
る
こ
と
で
、
そ
の
意
味
を
正
し
く
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
語
る
。

場
が
あ
る
こ
と
で
文
化
は
育
ち
、
文
化

財
も
生
き
る
。「
上
方
生
活
文
化
堂
」
は

そ
う
い
っ
た
こ
と
も
言
下
に
教
え
て
い
る
。

「
浪
花
行
事
十
二
月
」
を
描
い
た
二
代
長

谷
川
貞
信
は
、
初
代
同
様
、
役
者
絵
や
風

景
画
な
ど
を
得
意
と
し
た
「
最
後
の
浮
世

絵
師
」
と
呼
ば
れ
る
絵
師
で
あ
る
。

服
部
学
芸
員
に
よ
る
と
本
作
が
描
か
れ

た
の
は
貞
信
92
歳
、
没
す
る
前
年
の
昭
和

14
（
1
9
3
9
）
年
と
の
こ
と
で
あ
る
。

「
昭
和
14
年
と
い
え
ば
、
大
阪
は
す
で
に

工
業
化
が
進
み
『
煙
の
町
』
と
い
わ
れ
た

頃
で
す
。
こ
れ
ら
の
絵
は
大
阪
の
都
市
化

が
急
速
に
進
ん
だ
時
代
に
、
江
戸
時
代
の

風
俗
や
祭
礼
を
懐
古
的
に
描
い
た
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。
失
わ
れ
ゆ
く
過
去
の
記
憶

を
自
分
の
力
で
残
せ
る
も
の
は
何
か
と
考

え
た
時
、
絵
師
で
あ
る
自
分
に
で
き
る
の

は
や
は
り
絵
を
描
い
て
残
す
こ
と
だ
と
考

え
た
の
で
し
ょ
う
」

嘉
永
元
（
1
8
4
8
）
年
、
幕
末
に
生

ま
れ
た
貞
信
に
と
っ
て
、
江
戸
時
代
の
風

物
は
子
ど
も
の
頃
に
見
聞
き
し
た
記
憶
だ

け
が
よ
す
が
に
な
る
。
し
か
し
、
絵
を
見

る
と
往
時
の
姿
を
実
見
し
て
い
な
く
と
も
、

き
ち
ん
と
理
解
し
て
描
い
て
い
る
と
感
じ

る
そ
う
で
あ
る
。

「
そ
れ
ま
で
続
い
て
き
た
も
の
が
ま
だ

残
っ
て
い
る
最
後
の
時
代
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
こ
の
後
は
ま
た
戦
争
で
全
て
焼

け
て
し
ま
う
の
で
す
か
ら
。
特
に
大
阪
は

新
し
い
も
の
好
き
で
、
古
い
も
の
を
顧
み

な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
名
所
絵
は

あ
っ
て
も
風
俗
絵
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
な

い
。
生
き
た
暮
ら
し
を
こ
う
い
う
形
で
残

し
て
い
く
と
い
う
感
覚
が
な
か
っ
た
ん
で

す
。
こ
の
作
品
は
大
阪
が
大
阪
で
あ
る
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
、
今
、
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
」

「
睦
月　

今
宮
十
日
恵
比
寿
」「
梅
見
月

　

野
里
住
吉
一
夜
官
女
」
…
…
祭
礼
や
行

事
が
多
く
描
か
れ
る
12
枚
の
画
帖
の
な
か

で
、
服
部
氏
が
気
に
な
る
の
は
「
桜
月　

十
三
堤
草
つ
み
」
だ
と
い
う
。
着
物
を
た

す
き
掛
け
に
し
た
人
々
が
十じ

ゆ
う

三そ
う

の
堤
で
草

摘
み
す
る
牧
歌
的
な
風
景
。
当
時
の
行
楽

と
し
て
十
三
堤
で
の
草
摘
み
を
代
表
的
な

行
楽
に
あ
げ
る
記
録
は
ほ
か
に
見
る
こ
と

が
な
い
そ
う
だ
が
、
当
時
は
知
名
度
の
高

い
行
事
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

貞
信
の
個
人
的
な
心
象
風
景
と
し
て
是
非

と
も
残
し
た
い
と
描
い
た
、
思
い
出
の
一

枚
な
の
か
。
想
像
が
ふ
く
ら
む
絵
で
あ
る
。

「
浪
花
行
事
十
二
月
」
の
展
示
・
解
説
は
、

美
術
品
を
鑑
賞
し
、
当
時
の
風
俗
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
絵
に

込
め
ら
れ
た
昔
の
記
憶
を
も
未
来
へ
つ
な

い
で
い
る
の
で
あ
る
。

谷
館
長
に
よ
れ
ば
、「
昔
の
暮
ら
し
そ

の
も
の
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、

楽
し
み
の
部
分
が
必
要
。
た
と
え
ば
芝
居

見
物
の
後
料
理
を
食
べ
る
と
い
う
よ
う
に

『
食
』
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
伝
え
る
の
が
い

い
。
博
物
館
で
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
や

り
に
く
い
が
、
吉
田
家
住
宅
で
な
ら
ば
可

能
」
と
い
う
。

そ
の
楽
し
み
の
部
分
を
担
う
の
が
「
上

方
生
活
文
化
堂
」
で
は
、
栫
山
氏
が
作
る

日
本
料
理
だ
ろ
う
。
旬
の
素
材
を
生
か
し

た
料
理
に
定
評
が
あ
る
気
鋭
の
料
理
人
は
、

文
献
資
料
を
も
と
に
大
坂
の
本
膳
料
理
を

再
現
し
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。

江
戸
時
代
の
大
坂
商
人
は
、
役
人
を
も

て
な
す
際
に
儀
礼
食
と
し
て
、
本
膳
料
理

を
出
し
て
い
た
。

再
現
の
も
と
と
な
っ
た
資
料
は
、
現
代

の
よ
う
な
写
真
付
き
レ
シ
ピ
な
ど
と
違
い

詳
し
い
手
順
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。

「
食
材
名
だ
け
だ
っ
た
り
、『
松し

よ
う

露ろ

い
り

て
烏い

賊か

と
あ
わ
せ
る
』
と
い
っ
た
、
今
で

は
考
え
ら
れ
な
い
組
み
合
わ
せ
も
あ
り
ま

し
た
。
味
の
想
像
が
つ
か
な
い
も
の
も
頭

の
な
か
で
考
え
て
…
…
。
修
業
時
代
か
ら

料
理
に
対
す
る
好
奇
心
が
強
い
の
が
役
に

立
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
再
現
料
理

を
手
掛
け
て
、
当
時
は
旬
の
も
の
、
そ
の

時
一
番
美
味
し
い
も
の
を
見
極
め
て
料
理

し
て
い
た
こ
と
に
改
め
て
気
づ
き
ま
し
た
。

は
し
り
や
名
残
の
食
材
を
よ
い
と
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
も
う
少
し
後
の
時
代
で

す
。
そ
の
時
一
番
美
味
し
い
も
の
を
す
ぐ

に
食
べ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
」

話
が
少
し
そ
れ
る
が
、
当
時
江
戸
の
町

は
仁
義
・
義
理
を
重
ん
ず
る
「
義
」
の
文

化
で
あ
り
、
対
し
て
上
方
は
作
法
・
流
儀

を
重
ん
ず
る
「
儀
」
の
文
化
だ
と
い
わ
れ

る
。「
た
と
え
ば
他
家
を
訪
れ
る
際
、
当

然
の
よ
う
に
手
土
産
を
持
参
す
る
上
方
に

対
し
、
江
戸
に
は
手
土
産
と
い
う
習
慣
が

少
な
い
と
い
う
よ
う
に
『
も
て
な
し
』
の

意
識
に
も
差
が
あ
っ
た
よ
う
だ
」
と
池
永

所
長
は
語
る
。

栫
山
氏
は
、
再
現
し
た
本
膳
料
理
の
献

立
に
、
到
底
食
べ
き
れ
な
い
五
の
膳
ま
で

用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
接
待
の
気
持
ち

が
感
じ
ら
れ
る
と
話
す
。

「
五
の
膳
は
見
る
だ
け
で
持
ち
帰
る
も
の

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
の
お
土

産
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ひ
と
つ
の
お
膳
に
こ
れ
だ
け

の
種
類
を
の
せ
る
の
は
大
変
だ
と
感
じ
ま

上
方
の「
儀
」の
文
化

―
―
お
も
て
な
し
の
原
点

む
す
び

し
た
し
、
こ
の
お
も
て
な
し
を
す
る
た
め

に
一
体
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
を
か
け
て
い

た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
調
理
条
件
は

今
よ
り
も
っ
と
し
ん
ど
い
も
の
だ
っ
た
と

思
う
の
に
、
当
時
こ
れ
だ
け
の
料
理
を

作
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
に
わ
か
に
信

じ
が
た
い
で
す
ね
」
と
い
う
。
そ
れ
で
も

や
る
と
い
う
の
が
、
儀
を
重
ん
ず
る
上
方

の
気
概
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

栫
山
氏
に
と
っ
て
今
回
の
吉
田
家
住
宅

で
の
料
理
の
よ
う
に
、
一
か
ら
趣
向
を
考

え
る
の
は
大
変
で
は
あ
る
が
、
と
て
も
楽

し
い
と
い
う
。

「
料
理
は
片
手
間
で
で
き
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
自
分
の
店
で
作
る
と
な
る
と
、

ど
う
し
て
も
料
理
の
こ
と
で
頭
が
い
っ
ぱ

い
に
な
る
。
た
と
え
ば
庭
の
手
入
れ
を
し

過
去
の
記
憶
を
つ
な
ぐ

―
―「
浪
花
行
事
十
二
月
」が
伝
え
る
こ
と
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