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3　

な
に
わ
の
生
涯
学
習

―
「
町
人
学
者
」
の
伝
統
と
「
す
る
」
文
化
―

井　

上　
　
　

宏

（
関
西
大
学
名
誉
教
授
）

は
じ
め
に

　
「
生
涯
学
習
」
と
い
う
言
葉
が
、
気
軽
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
ん
な
に
古
い
話
で
は
な
い
。
日
本
語
で

は
あ
る
が
、
今
も
っ
て
そ
の
中
味
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
漠
然
と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六

五
）
に
、
ユ
ネ
ス
コ
の
「
成
人
教
育
推
進
国
際
委
員
会
」
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ー
ル
・
ラ
ン
グ
ラ
ン
が
、「
生
涯

教
育
」
の
考
え
方
を
発
表
し
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、「
生
涯
学
習
」
と
い
う
言
葉
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。「
生

涯
教
育
」
と
は
、
年
齢
に
こ
だ
わ
ら
ず
行
わ
れ
る
も
の
で
、
学
校
教
育
は
一
つ
の
段
階
で
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
、

人
間
は
生
涯
を
通
じ
て
学
び
続
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
社
会
全
体
に
浸
透
し
だ
し
た
。
人
間
に
と
っ
て
の
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教
育
は
、「
学
校
教
育
」
が
終
わ
っ
た
か
ら
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
広
く
行
き
渡
っ
た
よ

う
に
思
う
。

　

現
在
で
は
全
国
の
ど
の
市
区
町
村
で
も
、
従
来
か
ら
あ
っ
た
「
社
会
教
育
部
」
や
「
社
会
教
育
課
」
を
「
生
涯
学
習
部
・

課
」
と
い
う
名
称
に
変
え
た
り
、「
社
会
教
育
課
」
と
は
別
に
「
生
涯
学
習
課
」
を
併
置
し
た
り
し
て
、
社
会
教
育
関
係

法
令
等
で
示
さ
れ
た
施
設
や
市
民
の
学
習
を
支
援
す
る
た
め
の
生
涯
学
習
関
連
施
設
を
整
備
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
場
所

を
利
用
し
て
、
市
民
の
多
彩
な
学
習
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
多
彩
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
で
は
「
生

涯
学
習
」
と
は
、
一
体
何
を
学
ぶ
こ
と
な
の
か
と
言
う
と
、
そ
の
幅
は
あ
ま
り
に
広
く
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

個
人
の
趣
味
・
教
養
か
ら
公
的
な
課
題
の
勉
強
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
仕
方
、
資
格
の
取
得
に
至
る
ま
で
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
あ
り
様
は
「
学
校
教
育
」
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
個
人
が
ど
こ
か
の
教
室
に
通
っ
て
と
い
う
よ
う
に
、
個
人
が
単
位
に

な
っ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
て
、
自
主
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
る
が
、
グ
ル
ー
プ
単
位
で
、
市

民
が
自
主
的
に
学
習
活
動
を
進
め
る
考
え
方
は
、
近
年
よ
う
や
く
広
が
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
阪
で
も
「
新

し
い
学
び
」
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

私
は
、
古
く
か
ら
市
民
の
間
に
存
在
し
た
趣
味
や
教
養
の
結
社
、
サ
ー
ク
ル
、
サ
ロ
ン
な
ど
の
形
態
を
こ
れ
か
ら
の
「
生

涯
学
習
」
と
結
び
付
け
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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「
趣
味
・
教
養
を
高
め
た
い
」
市
民
の
要
望

　

平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
）
に
大
阪
市
が
市
民
を
対
象
に
実
施
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（『
大
阪
市
に
お
け
る
生
涯
学
習
に
つ
い
て
の

世
論
調
査
報
告
書
』
大
阪
市
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。
そ
の
中
に
、

「『
生
涯
学
習
』
と
い
う
言
葉
か
ら
思
い
う
か
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
」

と
い
う
設
問
が
あ
る
（
有
効
回
収
調
査
票
数
一
四
五
八
）。

　

結
果
は
、
図
1
を
参
照
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
、
一
一
の
選
択

肢
か
ら
三
つ
ま
で
を
選
択
し
て
の
回
答
で
、
高
い
順
位
か
ら
示
す

と
、
一
位
「
趣
味
・
教
養
を
高
め
る
こ
と
」（
四
八
・
〇
％
）、
二
位
「
幼

少
期
か
ら
高
齢
期
ま
で
、
生
涯
を
通
じ
て
学
ぶ
こ
と
」（
四
六
・
四

％
）、三
位
「
生
活
を
楽
し
み
、心
を
豊
か
に
す
る
活
動
を
す
る
こ
と
」

（
四
四
・
九
％
）
の
三
項
目
が
他
を
引
き
離
し
て
断
然
多
い
。
次
い
で

は
「
高
齢
者
の
生
き
が
い
を
つ
く
る
こ
と
」（
三
六
・
四
％
）
と
な
っ

て
い
る
。「
家
庭
な
ど
の
問
題
を
理
解
し
た
り
、
解
決
の
方
法
を
学

ぶ
こ
と
」「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
」

の
イ
メ
ー
ジ
は
弱
い
。
勿
論
、
年
代
や
職
業
別
で
は
違
っ
た
傾
向
が

図 1  「生涯学習」という言葉から思いうかべることについて
資料）大阪市『大阪市における生涯学習についての世論調査報告書』2004年

幼少期から高齢期まで、生涯を通じて学ぶこと 
高齢者の生きがいをつくること 

趣味・教養を高めること 
健康を増進したり、体力づくりをすること 

専門的な知識や技術を習得すること 
家庭などの問題を理解したり、解決の方法を学ぶこと 

余暇や自由時間を有効に過ごすこと 
生活を楽しみ、心を豊かにする活動をすること 
ボランティア活動をして社会に貢献すること 

その他 
とくに思いうかぶことはない 

回答なし （％） 

46.4
36.4

48.0
14.0
17.5
18.9

26.1
44.9

6.1
0.9
1.9
1.9
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見
ら
れ
る
が
、
大
筋
で
は
一
位
か
ら
三
位
の
期
待
が
「
生
涯
学
習
」
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
端
的
に
言
え

ば
、
趣
味
・
教
養
を
高
め
る
活
動
を
楽
し
く
や
り
た
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
「
生
涯
学
習
」
へ
の
期

待
は
、
ポ
ー
ル
・
ラ
ン
グ
ラ
ン
の
提
唱
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
日
本
社
会
に
は
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

江
戸
時
代
の
大
阪
で
は
、
町
人
階
級
の
上
層
か
ら
、
丁
稚
小
僧
に
至
る
層
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
学
ぶ
場
所
を
作
り
上
げ

た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
趣
味
・
教
養
の
類
の
「
俳
句
」
や
「
連
歌
」
の
会
な
ど
、
同
好
会
や
結
社
の
団
体
を
数
多
く

誕
生
さ
せ
た
。
団
体
の
中
で
の
社
交
を
大
事
に
し
て
、
市
民
と
し
て
の
礼
節
も
同
時
に
発
達
さ
せ
た
。
仕
事
や
身
分
や
地

域
の
違
う
人
た
ち
の
交
流
の
場
、
時
に
は
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
場
所
と
も
な
っ
た
。

町
人
の
学
問
所
―
懐
徳
堂
か
ら
寺
子
屋
ま
で

　

江
戸
時
代
の
大
阪
は
、
日
本
全
体
の
経
済
活
動
の
中
心
地
と
し
て
発
展
を
遂
げ
た
都
市
で
、
複
雑
化
し
た
金
融
や
物
流

の
世
界
を
運
営
す
る
に
は
、
相
応
の
知
識
、
体
験
、
分
析
力
、
判
断
力
を
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
し
、
丁
稚
小
僧
の

時
か
ら
教
育
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
経
営
に
責
任
の
あ
る
旦
那
や
番
頭
衆
は
、
商
い
の
現
実
に
即
し
て
、
商

い
の
論
理
と
道
義
を
探
求
し
、
自
ら
の
手
で
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

享
保
九
年
（
一
七
二
四
）、
大
阪
の
町
人
五
人
が
組
ん
で
、
自
ら
が
出
資
し
、
自
分
た
ち
が
学
ぶ
た
め
の
学
校
「
懐
徳
堂
」

を
作
っ
た
。
土
地
は
幕
府
か
ら
「
拝
領
地
」
と
い
う
扱
い
を
受
け
る
が
、
運
営
は
す
べ
て
自
前
で
、
既
成
概
念
に
と
ら
わ

れ
る
こ
と
の
な
い
教
育
を
展
開
し
た
。
こ
こ
が
輩
出
し
た
富
永
仲
基
、
中
井
竹
山
、
中
井
履
軒
、
山
片
蟠
桃
な
ど
は
「
町
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人
学
者
」
の
代
表
と
し
て
語
り
継
が
れ
、
懐
徳
堂
は
、
西
日
本
で
の
「
学
芸
交
流
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
」
と
な
っ
て

い
っ
た
。「
山
陽
・
四
国
・
九
州
と
い
っ
た
西
日
本
を
中
心
と
す
る
各
地
か
ら
大
坂
へ
学
び
に
来
る
動
き
が
顕
著
と
な
り
、

西
日
本
全
体
に
大
坂
を
中
心
と
す
る
学
芸
交
流
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
」「
懐
徳
堂
は
そ
の
中
で
、
学
芸
情
報
セ

ン
タ
ー
の
よ
う
な
位
置
と
役
割
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
」（
山
中
浩
之
「
町
人
の
学
問
所
」『
大
阪
の
歴
史
力
』
㈳
農
山

漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
）。

　

木
村
蒹
葭
堂
（
一
七
三
六
―
一
八
〇
二
）
の
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
大
阪
の
北
堀
江
で
、

造
酒
屋
を
営
む
町
人
で
博
学
多
芸
の
人
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
本
草
家
で
あ
り
、
文
人
で
あ
り
、
画
家
で
あ
り
、
収
集
家
・

蔵
書
家
で
あ
り
、
茶
人
で
あ
り
、
と
言
わ
れ
、
多
く
の
人
が
彼
の
元
を
訪
ね
た
。
当
時
の
文
化
サ
ロ
ン
の
主
宰
者
で
も
あ

っ
た
。
幼
少
の
頃
か
ら
体
が
弱
か
っ
た
の
で
、
父
母
の
お
陰
で
学
問
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
父
の
財
産
を
受
け
継

ぐ
が
、
お
金
が
た
っ
ぷ
り
と
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
漢
詩
文
に
も
関
心
を
持
ち
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

頃
か
ら
、
蒹
葭
堂
会
と
い
う
作
詩
の
集
ま
り
を
開
い
た
。
後
に
こ
の
会
の
後
を
受
け
て
片
山
北
海
を
盟
主
と
す
る
詩
文
結

社
の
「
混
沌
社
」
が
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
生
ま
れ
る
。「
そ
の
顔
ぶ
れ
は
、
商
人
や
医
師
・
武
士
な
ど
二
〇
〜

三
〇
代
の
若
い
世
代
を
中
心
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
・
身
分
の
人
々
」
で
あ
っ
た
（
有
坂
道
子
「
町
人
学
者
た
ち
と
混

沌
社
」『
大
阪
の
歴
史
力
』）。

　

子
供
た
ち
の
世
界
に
お
い
て
は
、
街
の
あ
ち
こ
ち
で
「
寺
子
屋
」
が
繁
盛
し
た
と
い
う
。『
摂
陽
奇
観
』
宝
暦
二
年
（
一

七
五
二
）
の
条
に
よ
れ
ば
「
大
阪
中
寺
子
屋
二
千
五
百
軒
あ
ま
り
、
お
よ
そ
七
万
五
千
人
あ
っ
た
」
と
い
う
。
山
中
浩
之
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氏
は
、
当
時
の
大
坂
の
人
口
（
約
四
〇
万
人
）
か
ら
見
て
、「
そ
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
寺
子
数
と
い
う
の
は
、
や
や

誇
張
さ
れ
た
数
字
で
し
ょ
う
が
、
一
八
世
紀
半
ば
に
は
大
坂
市
中
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
寺
子
屋
が
あ
る
と
い
う
印
象

を
人
々
が
も
っ
て
い
た
」
と
い
う
（「
夜
学
も
あ
っ
た
商
人
の
町
大
坂
の
寺
子
屋
」『
大
阪
の
歴
史
力
』）。

　

経
済
的
な
活
況
の
中
で
築
か
れ
て
い
っ
た
町
人
社
会
に
は
、
自
ら
が
「
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
ま
ず
は
実
践
し
て
み
る

と
い
う
心
が
育
っ
て
い
っ
た
と
思
う
。
こ
こ
で
、
私
は
大
阪
の
「
す
る
文
化
」
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
何
か

を
「
す
る
」
に
当
た
っ
て
は
、「
学
ぶ
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
商
売
の
こ
と
で
あ
れ
、
社
交
の
こ
と
で
あ
れ
、
趣
味
の

追
究
で
あ
れ
、
ま
ず
は
「
学
ぶ
」
こ
と
で
、
実
践
し
な
が
ら
「
学
ぶ
」
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

　

学
問
で
言
え
ば
、「
学
び
た
い
」
と
い
う
心
で
あ
る
。
当
時
の
貨
幣
経
済
が
浸
透
し
た
社
会
の
動
き
の
中
で
、
必
要
と

す
る
知
識
、
商
い
に
精
を
出
す
倫
理
の
追
究
は
欠
か
せ
な
い
「
時
代
の
要
請
」
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
現
実
の
動
き

を
自
ら
の
目
で
確
か
め
判
断
し
て
い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
た
。
自
ら
が
「
学
ぶ
」
こ
と
で
状
況
を
突
破
し
よ
う
と
し
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
。

　
「
学
ぶ
」
こ
と
が
ま
た
「
楽
し
い
」
と
い
う
こ
と
も
、
学
ん
で
初
め
て
分
か
る
わ
け
で
、
そ
う
し
た
「
学
ぶ
楽
し
さ
」
が
、

町
人
の
世
界
の
伝
統
と
し
て
生
き
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

生
き
て
い
る
「
町
人
学
者
」
の
伝
統

　

大
学
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
研
究
や
考
古
学
研
究
と
は
違
っ
た
方
法
で
研
究
成
果
を
上
げ
る
人
た
ち
が
い
る
。
好
き
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だ
か
ら
こ
そ
「
す
る
」
と
い
う
町
の
中
の
人
々
で
あ
る
。

　

渡
辺
武
氏
の
『
大
阪
城
話
』（
東
方
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
に
「
大
阪
城
愛
好
家
」
の
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
お
城

が
好
き
な
人
と
い
う
の
は
意
外
と
多
く
い
て
、
中
に
は
好
き
が
昂
じ
て
城
郭
の
調
査
研
究
に
乗
り
出
す
人
が
少
な
く
な

い
。
長
年
そ
ろ
ば
ん
塾
経
営
を
し
て
き
た
東
大
阪
市
在
住
の
藤
井
重
雄
さ
ん
は
そ
の
一
人
。「
一
九
六
三
年
か
ら
、
独
力

で
大
阪
城
石
垣
刻
印
調
査
に
取
り
組
み
始
め
、
今
日
に
至
る
ま
で
延
々
実
に
四
〇
年
間
、
壮
大
な
作
業
を
続
け
て
お
ら
れ

る
」。「
協
力
者
も
ふ
え
て
ゆ
き
、
一
九
六
八
年
、
自
ら
事
務
局
長
を
務
め
る
日
本
古
城
友
の
会
の
専
門
部
会
と
し
て
築
城

史
研
究
会
を
設
立
、
そ
の
代
表
と
な
り
、
長
期
的
な
グ
ル
ー
プ
活
動
と
し
て
、
全
面
的
で
よ
り
徹
底
し
た
大
阪
城
石
垣
刻

印
の
悉
皆
再
調
査
を
精
力
的
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

今
一
人
は
枚
方
市
在
住
の
写
真
家
で
石
田
多
加
幸
さ
ん
で
あ
る
。「
石
田
三
成
同
族
会
と
友
の
会
」
の
設
立
者
で
「
会

の
活
動
の
推
進
者
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
豊
臣
秀
吉
と
石
田
三
成
の
事
績
を
カ
メ
ラ
で
追
い
か
け
続
け
、
多
く
の
写
真
集

や
歴
史
出
版
物
を
残
し
て
こ
ら
れ
た
実
績
の
あ
る
歴
史
写
真
家
で
あ
る
」。『
石
田
三
成
写
真
集
』
や
『
写
真
で
見
る
豊
臣

秀
吉
の
生
涯
』（
新
人
物
往
来
社
）
な
ど
の
著
名
な
写
真
集
を
出
し
な
が
ら
、
石
田
さ
ん
は
一
方
で
「
街
の
写
真
屋
さ
ん
」

で
あ
る
。「
奥
さ
ん
と
息
子
さ
ん
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
結
婚
式
や
卒
業
式
、
七
五
三
の
お
祝
い
な
ど
の
記
念
写
真
を
引

き
受
け
、
市
民
写
真
の
Ｄ
・
Ｐ
・
Ｅ
の
窓
口
も
引
き
受
け
る
」
写
真
屋
さ
ん
で
あ
る
。

　

自
分
の
仕
事
を
別
に
持
ち
な
が
ら
、
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
、
好
き
だ
か
ら
こ
そ
徹
底
的
に
追
求
し
て
成
果
を
上
げ
、

グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
仲
間
を
作
る
。
こ
う
い
う
人
は
、
大
阪
に
限
ら
ず
い
る
も
の
で
あ
る
。
比
較
す
る
史
料
は
な
い
け
れ
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ど
も
、
伝
統
的
に
大
阪
に
は
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

仕
事
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
家
が
い
て
こ
そ
、
高
度
で
専
門
的
な
仕
事
が
成
り
立
つ
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
人
間

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
が
あ
っ
て
、
生
涯
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
、
仕
事
一
筋
の
生
き
方
も
あ
れ
ば
、
趣
味
も
生

か
し
て
人
生
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る
生
き
方
も
あ
る
。
人
生
を
ト
ー
タ
ル
に
考
え
れ
ば
、
人
生
の
旬
に
合
わ
せ
て
の
生
き
方

が
あ
っ
て
よ
い
わ
け
だ
。

大
阪
の
「
す
る
文
化
」
と
「
新
し
い
学
び
」

　

何
事
も
好
き
な
こ
と
は
、
見
て
聴
い
て
楽
し
む
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
が
、
自
分
で
や
っ
て
み
る
と
、
楽
し
み
が

一
段
と
増
す
。
や
っ
た
か
ら
上
手
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
上
手
に
な
っ
て
人
か
ら
も
褒
め
ら
れ
れ
ば
楽
し
み
も
増
大

す
る
。
大
阪
で
は
、
上
達
せ
ず
人
か
ら
笑
わ
れ
て
も
、
自
ら
や
っ
た
方
が
楽
し
い
と
い
う
人
が
多
い
。
私
は
そ
れ
を
大
阪

の
「
す
る
文
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

自
ら
は
や
ら
ず
に
人
が
や
る
の
を
見
て
批
評
す
る
方
が
楽
し
い
と
言
う
人
は
、
敢
え
て
恥
を
か
く
よ
う
な
こ
と
は
避
け

る
で
あ
ろ
う
が
、
大
阪
の
人
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
「
す
る
」
方
が
ま
し
、「
し
た
」
方
が
楽
し
い
と
思
っ
て
い
る
人
が

多
い
。
恥
を
か
い
て
も
自
分
を
笑
っ
て
し
ま
え
ば
し
ま
い
で
あ
る
。
損
を
し
て
も
、
自
分
が
損
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
も
笑

っ
て
し
ま
え
ば
し
ま
い
で
あ
る
。
自
分
は
自
分
だ
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
。
こ
れ
で
儲
け
て
と
か
、
名
声
を
博
す
る
と
か
、

権
威
を
付
け
る
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
関
係
な
く
、
自
分
の
楽
し
さ
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
も
商
い
を
し
な
が
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ら
で
あ
る
。
絵
も
描
き
、
踊
り
も
で
き
て
、
書
に
も
秀
で
、
俳
句
や
歌
を
詠
み
、
お
茶
や
お
花
に
も
通
じ
て
と
い
う
遊
び

人
が
生
ま
れ
る
。
小
さ
な
木
村
蒹
葭
堂
が
、
あ
ち
こ
ち
に
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
生
涯
学
習
と
い
う
の
は
、
公
的
な
生
涯
学
習
施
設
が
用
意
し
て
く
れ
た
学
校
・
教
室
・
ク
ラ
ブ
に
個
人
が

通
っ
て
、
趣
味
・
教
養
を
身
に
付
け
、
教
室
で
付
き
合
っ
た
仲
間
と
の
交
流
を
図
る
、
と
い
う
程
度
で
な
さ
れ
て
き
た
。

勿
論
、
そ
う
し
た
形
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
他
人
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
自
ら

が
学
び
た
い
テ
ー
マ
や
課
題
を
提
案
し
て
、
講
師
も
自
分
で
選
び
、
自
ら
が
グ
ル
ー
プ
を
組
織
化
し
て
、
自
立
し
て
学
ん

で
い
く
仕
組
み
で
あ
る
。

　
「
町
人
学
者
」
が
、
あ
ち
こ
ち
に
誕
生
し
、
お
互
い
に
「
教
え
・
教
え
ら
れ
」
の
関
係
を
市
民
の
間
に
作
っ
て
い
く
こ

と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。
そ
れ
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
考
え
方
が
大
事
で
あ
る
。
今
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
時
代
な
の

で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
て
の
共
同
作
業
、
多
様
な
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
市
民
の
間
で
実
現
し
て
い
け
れ
ば
、
学
ん

で
楽
し
い
社
会
を
作
っ
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
。
市
民
の
マ
ナ
ー
、
社
交
の
礼
節
、
協
調
の
仕
方
な
ど
、
成
熟
し
た
「
市

民
性
」
が
育
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

　

大
阪
市
立
総
合
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
は
、
市
民
グ
ル
ー
プ
を
単
位
に
募
集
を
行
い
、
セ
ン
タ
ー
施
設
を
利
用
し
な
が

ら
、自
立
し
て
活
動
で
き
る
グ
ル
ー
プ
育
成
を
図
っ
て
い
る
。セ
ン
タ
ー
を
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
と
し
て
利
用
す
る
意
味
で
「
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ラ
ボ
・
グ
ル
ー
プ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
原
則
三
年
間
で
、「
企
画
を
立
案
し
提
案
し
て
い
く
能
力
」「
事
業

を
実
施
で
き
る
能
力
」「
他
の
グ
ル
ー
プ
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
で
き
る
能
力
」「
成
果
を
他
の
市
民
に
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
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能
力
」「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
と
事
業
の
共
催
が
で
き
る
能
力
」
な
ど
を
身
に
付
け
て
も
ら
う
の
が
狙
い
で
あ
る
。

　
「
町
人
学
者
」
を
輩
出
し
た
伝
統
と
「
す
る
文
化
」
の
気
風
は
、
こ
う
し
た
市
民
グ
ル
ー
プ
を
巷
に
生
み
出
し
て
い
く

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
か
。

　

私
は
、
大
阪
市
の
社
会
教
育
委
員
を
長
年
つ
と
め
て
き
て
、
市
民
の
生
涯
学
習
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ケ

ー
ス
に
立
ち
合
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
生
涯
学
習
の
主
流
は
、
市
の
社
会
教
育
施
設
に
お
い
て
、
各
種
の
講
座
を
提
供

し
、
講
師
を
育
成
し
、
相
談
に
応
じ
、
あ
る
い
は
団
体
に
場
所
を
提
供
す
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
複
数
で
「
学
ぶ
」
と
な
る
と
、
自
ず
か
ら
メ
ン
バ
ー
の
「
交
流
」
が
生
じ
る
。

　

実
は
こ
の
「
交
流
」
が
大
事
で
、
公
的
、
私
的
を
問
わ
ず
、
地
域
で
「
寺
子
屋
風
」
の
サ
ロ
ン
が
さ
ま
ざ
ま
に
で
き
て
、

市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
て
、「
教
え
・
教
え
ら
れ
」
の
関
係
が
、
サ
ロ
ン
で
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

こ
う
し
た
市
民
間
の
学
び
は
、
講
師
を
招
い
て
の
講
座
形
式
で
は
な
い
「
学
び
」
と
し
て
、
私
は
「
新
し
い
学
び
」
と
考

え
て
行
き
た
い
。
何
故
な
ら
市
民
が
自
発
的
に
自
ら
の
テ
ー
マ
を
考
え
、
市
民
グ
ル
ー
プ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
講
師
を

見
つ
け
、
自
ら
の
手
で
サ
ロ
ン
運
営
を
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　

既
に
大
阪
市
総
合
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
は
、
先
に
触
れ
た
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ラ
ボ
・
グ
ル
ー
プ
」
が
自
ら
の
テ
ー

マ
を
展
開
す
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ロ
ン
」
を
実
施
中
で
あ
る
し
、
本
書
に
登
場
す
る
寺
西
章
江
主
宰
の
「
に
ぎ
わ
い
堂
」

も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。




