
今

●田
【問
田
０６

●天
【問
０６

●太
【問
米

●Ｔ
【問
０６

●な
【問
か

●ご
【問
ＦＡ

●新
【問
新

好
評
で
あ
っ
た
。 

　
本
来
、寄
席
と
い
う
の
は
、

「駅寄席
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大阪長屋文化再考 

第4話 

長
屋
再
生

長
屋
再
生
は
、人
生
人
生
の
再
生
再
生
と 

　
　
　
不
可
分

　
　
　
不
可
分
の
関
係
関
係 

長
屋
再
生
は
、人
生
の
再
生
と 

　
　
　
不
可
分
の
関
係 

     

　
二
〇
〇
四
年
一
月
、
共
著
で
『
大
阪 

新
・
長
屋
暮

ら
し
の
す
す
め
』（
橋
爪
紳
也
編
・
創
元
社
刊
）
と
い

う
本
を
出
版
し
た
（
本
誌
九
四
頁
で
紹
介
）
。
二
〇
〇

三
年
三
月
、
大
阪
市
立
住
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー
で
開

催
し
た
「
大
阪
長
屋
サ
ミ
ッ
ト
」
で
出
会
っ
た
面
々

が
中
心
に
な
っ
て
共
同
執
筆
し
た
も
の
だ
が
、
筆
者

は
、
同
書
の
取
材
・
執
筆
と
同
時
併
行
で
当
連
載
を

行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

　
当
連
載
で
も
繰
り
返
し
て
述
べ
て
き
た
が
、
近
世

か
ら
近
代
を
経
て
、
高
度
経
済
成
長
期
ま
で
、
大
阪

は
職
・
住
・
遊
が
一
体
の
、
都
市
居
住
の
文
化
が
息

づ
く
、
見
事
な
長
屋
の
ま
ち
だ
っ
た
。
都
市
に
暮
ら

す
知
恵
の
結
晶
、
そ
れ
が
大
阪
の
長
屋
だ
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
歴
史
の
蓄
積
が
、
他
都

市
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
多
様
に
発
展
し
た
長
屋
群
と
、

魅
力
的
な
ま
ち
並
み
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。 

　
そ
し
て
今
、
そ
の
価
値
を
再
発
見
し
、
新
た
な

命
を
吹
き
込
ん
で
、
住
ま
い
・
商
い
の
場
と
し
て

再
生
す
る
動
き
が
、
あ
ち
こ
ち
で
芽
生
え
て
い
る
。

新
世
代
の
長
屋
居
住
者
た
ち
は
、
長
屋
の
何
に
ひ

か
れ
、
何
を
再
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ

こ
に
、
未
来
に
向
け
て
本
当
の
長
屋
再
生
の
あ
り

方
を
問
う
鍵
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

再生する長屋がある一方で、消えていく長屋がある（住之江区西住之江界わい） 
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巨
大
で
新
し
い
都
市
開
発
よ
り
も
、
む
し
ろ
既
存

の
地
域
資
源
を
活
か
し
た
持
続
的
な
ま
ち
づ
く
り
が

求
め
ら
れ
る
時
代
に
、
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
時
代
の
大
き
な
流
れ
を

背
景
に
、
大
阪
の
長
屋
再
生
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
、
人

と
ま
ち
や
環
境
の
関
係
を
問
い
直
す
き
っ
か
け
の
一

つ
と
し
て
捉
え
て
み
た
い
。
そ
の
思
い
を
反
映
し
て

『
大
阪 

新
・
長
屋
暮
ら
し
の
す
す
め
』で
は
、
都
市
住

宅
と
し
て
の
大
阪
長
屋
の
歴
史
的
変
遷
・
特
徴
か
ら
、

再
生
現
場
の
技
術
と
思
想
、
新
・
長
屋
暮
ら
し
人
の

生
の
声
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
長
屋
暮
ら
し
を
始
め
た

い
人
へ
の
手
引
き
ま
で
、
長
屋
を
巡
る
知
恵
の
数
々

を
収
録
し
て
い
る
。 

　
同
書
に
は
、
約
三
〇
年
に
渡
っ
て
長
屋
の
研
究
に

携
わ
り
、
約
一
万
棟
の
長
屋
を
見
て
き
た
と
い
う
、

大
阪
の
長
屋
研
究
の
第
一
人
者
・
和
田
康
由
氏
を
は

じ
め
、
長
屋
と
の
長
い
付
き
合
い
を
経
て
再
生
に
取

り
組
ん
で
い
る
専
門
家
、
あ
る
い
は
ご
く
近
年
、
長

屋
と
の
運
命
的
な
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
再
生
を
手

が
け
た
生
活
者
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
と
経
験
を

持
つ
人
々
が
登
場
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
長

屋
の
生
命
と
し
て
の
奥
行
き
が
、
長
屋
に
関
わ
る
多

様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
る
。 

　
さ
て
、
当
連
載
の
第
一
話
で
は
、
上
記
の
和
田
康

由
氏
の
研
究
に
取
材
し
、
大
阪
が
誇
る
べ
き
都
市
住

宅
・
長
屋
文
化
の
特
徴
を
概
観
し
た
。
第
二
話
で
は
、

空
堀
商
店
街
界
隈
に
お
け
る
長
屋
再
生
の
動
き
を
取

材
し
、
持
続
的
・
内
発
的
都
市
再
生
の
鍵
を
探
り
、

第
三
話
で
は
、
中
崎
町
界
隈
の
長
屋
を
舞
台
に
、
ニ

ュ
ー
カ
マ
ー
と
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー
、
旧
世
代
と
新
世

代
の
文
化
が
、
ど
の
よ
う
に
ぶ
つ
か
り
あ
い
、
そ
こ

か
ら
い
か
に
新
た
な
規
範
や
文
化
を
創
造
し
得
る
か
、

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
問
い
か
け
て
く
る
声
に
耳
を
傾
け

て
み
た
。 

　
そ
し
て
、
第
四
話
（
最
終
回
）
の
今
回
は
、
取
材
を

通
し
て
出
会
っ
た
新
世
代
の
長
屋
暮
ら
し
人
の
う
ち
、

四
人
の
方
の
長
屋
と
の
関
わ
り
と
、
そ
の
背
景
に
あ

る
そ
れ
ぞ
れ
の
方
の
生
活
観
・
人
生
観
の
一
端
に
ふ

れ
な
が
ら
都
市
再
生
の
核
心
に
迫
っ
て
み
る
こ
と
と

し
た
。 

     

　
長
屋
再
生
ム
ー
ブ
ン
メ
ン
ト
を
一
つ
の
入
り
口
に
、

こ
れ
ま
で
取
材
を
重
ね
て
き
た
わ
け
だ
が
、
実
は
取

材
を
進
め
る
に
つ
け
、
再
生
長
屋
以
上
に
、
長
老
の

現
役
長
屋
の
迫
力
に
圧
倒
さ
れ
続
け
た
。
ま
た
、

い
っ
た
い
何
を
も
っ
て
再
生
長
屋
と
呼
ぶ
の
か
、
再

生
長
屋
と
現
役
長
老
長
屋
の
境
界
線
が
み
る
み
る

長く住み継がれてきた近代長屋の圧倒的存在感（住之江区西住之江界わい） 

小さな改修を重ねながら生き続けている長屋（住之江区西住之江界わい） 
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第
三
話
で
は
、
中
崎
町
界
隈
の
長
屋
を
舞
台
に
、
ニ

ュ
ー
カ
マ
ー
と
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー
、
旧
世
代
と
新
世

融
け
あ
っ
て
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
戦
前
か
ら
生
き
続
け
て
き
た
長
屋
は
、
多

か
れ
少
な
か
れ
、
何
ら
か
の
改
修
を
行
っ
て
命
を
つ

な
い
で
き
て
い
る
。
大
胆
に
外
観
や
設
備
を
変
更
し

て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
長
寿

化
で
あ
っ
て
再
生
と
は
表
現
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。

一
方
で
、
ほ
と
ん
ど
建
設
当
初
の
姿
に
戻
す
よ
う
な

地
味
な
改
修
が
、
そ
れ
こ
そ
再
生
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
営
み
だ
と
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

ま
た
、
必
ず
し
も
、
廃
屋
に
な
っ
た
建
物
の
再
利
用

を
指
し
て
再
生
と
呼
ぶ
わ
け
で
も
な
い
。 

　
そ
こ
で
、
私
な
り
に
独
断
で
は
あ
る
が
、
一
つ
の

結
論
め
い
た
考
え
を
編
み
出
し
た
。
再
生
長
屋
で
あ

る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
改
修
方
法
や
利
用
形
態
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
暮
ら

す
人
が
新
世
代
の
長
屋
暮
ら
し
人
の
意
識
を
持
っ
て

い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
、

考
え
た
の
で
あ
る
。 

　
さ
て
、
そ
う
考
え
た
場
合
、
そ
れ
で
は
新
世
代
の

長
屋
暮
ら
し
人
と
は
ど
ん
な
人
を
指
す
の
か
、
と
い

う
問
題
が
残
る
。
と
も
す
る
と
世
間
で
は
、
長
屋
再

生
ブ
ー
ム
が
、
若
い
世
代
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
若
い
世
代

の
共
感
を
得
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

実
際
に
長
屋
を
再
生
し
て
、
住
ま
い
・
商
い
の
場
と

し
て
活
用
し
て
い
る
の
は
、
決
し
て
若
い
世
代
だ
け

で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
な
り
の
人
生
経
験
を
積
ん

で
長
屋
を
選
択
す
る
、
中
高
年
世
代
が
意
外
に
多
い

こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
る
。 

　
つ
ま
り
、
新
世
代
の
長
屋
暮
ら
し
人
と
は
、
老
若

男
女
を
問
わ
ず
、
自
ら
の
価
値
観
に
よ
っ
て
、
長
屋

の
価
値
を
再
発
見
・
再
構
築
し
、
長
屋
を
住
ま
い
・

商
い
の
場
と
し
て
選
択
し
、
自
ら
の
人
生
を
更
新
・

表
現
し
て
い
く
人
と
考
え
た
い
。
そ
の
際
、
長
屋
再

生
は
、
人
生
の
再
生
と
不
可
分
の
関
係
で
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。 

     

　
新
世
代
の
長
屋
暮
ら
し
人
た
ち
が
、
長
屋
を
選
択

し
た
事
情
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
を
大

き
く
二
つ
に
分
け
る
と
す
る
と
、
長
屋
で
育
っ
た
と

い
う
居
住
履
歴
が
あ
る
人
と
、
そ
う
で
な
い
人
と
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
長
屋
再
生
を
手
が
け
る
人
の
中
に
は
、
実
は
過
去

に
長
屋
で
育
っ
た
居
住
履
歴
を
持
つ
人
が
少
な
く
な

い
。
け
れ
ど
、
逆
に
中
高
年
に
な
っ
て
初
め
て
長
屋

を
住
ま
い
・
商
い
の
場
と
し
て
選
択
し
た
と
い
う
人

も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
若
年
で
な
く
、
中
高
年

で
の
長
屋
と
の
出
会
い
の
物
語
は
、
人
生
の
年
輪
や

機
微
と
あ
い
ま
っ
て
、
魅
力
的
で
あ
る
。 

長く住み継がれ

小さな改修を重

再生長屋が子どもたちの原風景に 
（中央区空堀商店街界わい／2003年10月からほりまちアート） 
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そ
の
一
人
が
、
空
堀
商
店
街
界
隈
の
長

屋
再
生
複
合
シ
ョ
ッ
プ
「
惣
」
に
、
「
我
趣 

Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
―

Ｓ
Ｈ
Ｕ
」
と
い
う
和
雑
貨
店

を
出
店
し
て
い
る
紺
野
公
子
さ
ん
だ
。
紺

野
さ
ん
の
住
ま
い
は
、
大
阪
市
の
北
に
接

す
る
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
「
緑
地
公
園
」
近
く
の

マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
空
堀
に
店
を
持
つ

ま
で
は
、
長
屋
暮
ら
し
と
は
全
く
無
縁
の

生
活
だ
っ
た
。 

　「
熟
年
期
に
は
、
便
利
な
都
会
の
マ
ン

シ
ョ
ン
暮
ら
し
を
卒
業
し
て
、
夫
と
ゆ
っ
く

り
田
舎
暮
ら
し
を
し
て
み
た
い
」
。
将
来

に
向
け
て
、
そ
ん
な
憧
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を

抱
い
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
夢
が
、
や
が
て
、

ま
ち
中
の
長
屋
シ
ョ
ッ
プ
へ
と
、
大
き
く

方
向
を
変
え
て
動
き
出
す
こ
と
に
な
る
。 

　
た
ま
た
ま
テ
レ
ビ
番
組
で
紹
介
さ
れ
た
、

空
堀
商
店
街
界
隈
の
長
屋
再
生
事
例
に
、

田
舎
の
民
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
、
思

い
き
っ
て
空
堀
を
た
ず
ね
て
み
た
と
い
う

の
だ
。
ち
ょ
う
ど
「
か
ら
ほ
り
倶
楽
部
（
空

堀
商
店
街
界
隈
長
屋
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）」

が
「
惣
」
の
立
ち
上
げ
準
備
を
始
め
て
い

る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。 

　
運
命
の
歯
車
が
偶
然
噛
み
合
っ
た
と
し

か
い
い
よ
う
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
惣
」

の
入
居
者
説
明
会
に
参
加
し
、
家
賃
の
安

さ
も
手
伝
っ
て
、
趣
味
の
延
長
で
和
風
雑

貨
を
販
売
し
て
み
よ
う
と
思
い
立
ち
、
出

店
を
決
断
す
る
。
熟
年
期
の
人
生
の
物
語

は
、
思
い
が
け
ず
、
長
屋
を
舞
台
に
切
り

拓
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
長
屋
と
の
出
会
い
が
紺
野
さ
ん
の
心
に
も
た
ら
し

た
喜
び
に
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

紺
野
さ
ん
に
と
っ
て
、
商
売
は
も
ち
ろ
ん
、
内
装
工

事
な
ど
、
生
ま
れ
て
初
め
て
の
経
験
ば
か
り
だ
っ
た

と
い
う
が
、
友
人
た
ち
の
手
伝
い
で
工
事
を
成
し
遂

げ
、
と
も
に
苦
労
し
た
同
居
の
五
店
舗
の
仲
間
と
は

家
族
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
た
と
い
う
。
二
〇
〇
二

年
七
月
に
店
は
無
事
オ
ー
プ
ン
し
た
。
「
夏
は
暑
い

し
、
冬
は
寒
い
し
、
儲
か
る
わ
け
で
も
な
い
け
ど
、

こ
の
店
に
は
手
を
か
け
た
分
も
の
す
ご
く
愛
着
が
あ

る
」
と
。 

　
ま
た
、
郊
外
の
マ
ン
シ
ョ
ン
暮
ら
し
し
か
知
ら
な

か
っ
た
紺
野
さ
ん
に
と
っ
て
、
未
知
の
世
界
だ
っ
た

長
屋
の
ま
ち
の
付
き
合
い
に
、「
ご
近
所
の
人
た
ち

が
『
こ
れ
使
っ
た
ら
』
と
い
ろ
ん
な
も
の
を
持
っ
て
き

て
く
れ
た
り
、
声
を
か
け
て
く
れ
た
り
。
こ
こ
へ
来

て
初
め
て
、
地
蔵
盆
な
ど
の
年
中
行
事
も
知
り
ま
し

た
。
人
間
は
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
ん
だ
な
と
い

う
こ
と
を
、
こ
こ
へ
来
て
実
感
し
て
い
ま
す
」
と
い

う
。
人
生
は
い
つ
で
も
更
新
可
能
な
柔
ら
か
さ
を

持
っ
て
い
る
の
だ
と
、
そ
の
可
能
性
が
長
屋
の
ま
ち

と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
エ
ン
パ
ワ
ー
さ
れ
た
の
だ

と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

     

　
前
項
の
冒
頭
で
、
新
世
代
の
長
屋
暮
ら
し
人
た
ち

の
背
景
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
と
、
長
屋
で
育
っ

 

 オープンな長屋再生複合ショップ「惣」の空間（中央区空堀商店街界わい） 長屋再生複合ショップ「惣」に和雑貨店「我趣 WARE－SHU」
を開いた紺野公子さん 
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店
を
決
断
す
る
。
熟
年
期
の
人
生
の
物
語

は
、
思
い
が
け
ず
、
長
屋
を
舞
台
に
切
り

　
前
項
の
冒
頭
で
、
新
世
代
の
長
屋
暮
ら
し
人
た
ち

の
背
景
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
と
、
長
屋
で
育
っ

た
と
い
う
居
住
履
歴
が
あ
る
人
と
、
そ
う
で
な
い
人

が
い
る
と
い
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
長
屋
で
育
っ
た
と

い
う
居
住
履
歴
が
あ
る
人
に
も
二
通
り
あ
る
。
も
と

も
と
住
ん
で
い
た
長
屋
を
再
生
す
る
と
い
う
ス
タ
イ

ル
と
、
新
た
に
自
分
の
求
め
る
長
屋
を
探
し
て
再
生

す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。 

　
後
者
の
一
人
が
、
阿
倍
野
区
丸
山
通
の
一
角
に
あ

る
長
屋
に
暮
ら
す
柳
生
博
之
さ
ん
で
あ
る
。
幼
い
こ

ろ
柳
生
さ
ん
は
、
整
然
と
区
画
整
理
さ
れ
た
ま
ち
並

み
が
広
が
る
、
阿
倍
野
区
阪
南
町
の
長
屋
に
暮
ら
し

て
い
た
と
い
う
。
阪
南
町
は
、
良
質
な
近
代
長
屋
が

美
し
い
ま
ち
並
み
を
形
成
す
る
地
域
で
あ
る
。
し
か

し
、
幼
い
こ
ろ
の
柳
生
さ
ん
に
と
っ
て
、
ま
っ
す
ぐ

な
道
路
が
走
る
平
面
的
な
ま
ち
は
味
気
な
く
、
も
っ

ぱ
ら
の
遊
び
場
が
、
今
、
柳
生
さ
ん
が
暮
ら
す
、
〃
聖

天
さ
ん
　
に
ほ
ど
近
い
界
隈
だ
っ
た
と
い
う
。 

　
路
面
電
車
「
阪
堺
電
軌
」
の
「
松
虫
」
駅
か
ら
「
天
下

茶
屋
」
駅
方
面
に
向
か
う
途
上
、
大
阪
で
は
珍
し
く

起
伏
の
多
い
地
形
。
丘
や
崖
に
沿
っ
て
、
道
は
曲
折

し
、
角
を
曲
が
る
と
思
わ
ぬ
眺
望
が
開
け
る
こ
と
も

あ
る
。
緑
の
繁
っ
た
洋
館
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
複

雑
な
地
形
に
合
わ
せ
て
建
て
ら
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な

形
の
長
屋
が
並
ぶ
。
ま
る
で
、
お
と
ぎ
の
国
に
で
も

さ
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
気
分
を
味
わ
え
る
界
隈
で
あ

る
。
幼
心
に
柳
生
さ
ん
が
、
こ
の
ま
ち
に
心
ひ
か
れ

た
理
由
は
よ
く
分
か
る
。 

　
だ
か
ら
「
ず
っ
と
〃
聖
天
さ
ん
　
の
近
く
に
住
み
た

か
っ
た
」
の
だ
と
柳
生
さ
ん
は
語
る
。
幼
い
こ
ろ
の

原
風
景
・
原
体
験
が
、
柳
生
さ
ん
の
住
ま
い
探
し
・

住
ま
い
づ
く
り
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
地
面
に
つ
な
が
る
暮
ら
し
は
マ
ン
シ
ョ

ン
で
は
得
ら
れ
な
い
も
の
」
と
、「
十
数
件
の
長
屋
を

見
て
回
り
、
こ
こ
だ
と
一
目
ぼ
れ
し
て
決
め
た
」
の

が
、
現
在
の
住
ま
い
と
し
て
選
ん
だ
長
屋
だ
と
い
う
。 

　
そ
の
後
、
建
築
家
・
六
波
羅
雅
一
氏
（
六
波
羅
真

建
築
研
究
室
）
の
力
を
借
り
て
、
改
修
プ
ラ
ン
を
つ

く
り
、
家
主
さ
ん
の
承
諾
を
得
て
、
施
工
に
こ
ぎ
つ

け
て
い
る
。
妥
協
し
な
い
物
件
探
し
か
ら
、
改
修
の

実
現
ま
で
、
粘
り
強
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
に
し
た

の
は
、
原
風
景
・
原
体
験
に
根
を
張
っ
た
揺
る
ぎ
な

い
自
ら
の
住
ま
い
づ
く
り
の
感
性
だ
ろ
う
。 

　
二
〇
〇
三
年
五
月
に
入
居
し
て
以
来
、
「
木
や
漆

喰
の
壁
が
呼
吸
し
て
い
て
、
空
気
も
気
持
ち
い
い
」
、

「
木
の
家
は
手
を
か
け
れ
ば
か
け
る
ほ
ど
輝
き
だ
す

か
ら
、
柱
を
磨
い
た
り
掃
除
を
し
た
り
、
庭
の
手
入

れ
を
し
た
り
、
毎
日
楽
し
く
て
た
ま
ら
な
い
」
と
、

念
願
の
地
で
の
長
屋
暮
ら
し
を
満
喫
し
て
い
る
。
そ

の
様
子
は
、
都
市
の
中
に
あ
っ
て
、
自
然
に
近
い
住

ま
い
で
あ
る
長
屋
と
人
の
応
答
関
係
が
可
能
に
す
る
、

原
風
景
の
再
生
、
命
の
再
生
そ
の
も
の
で
は
な
い
か

と
思
え
る
の
で
あ
る
。 

 

 オープンな

地形に沿って建つ長屋が独特の景観をつくる（阿倍野区丸山通界わい） 

広い仙栽から光の差し込むリビングで、ゆっくり時を過ごす柳生博之さん 
〃 

〃 
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親
の
世
代
か
ら
、
住
ま
い
・
商
い
の
場
と
し
て
い

た
長
屋
を
受
け
継
ぎ
、
次
世
代
と
し
て
再
生
す
る
ケ

ー
ス
は
、
潜
在
的
可
能
性
と
し
て
み
れ
ば
、
最
も
多

く
存
在
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
う
ち
の
顕

在
例
と
し
て
、
非
常
に
印
象
的
だ
っ
た
二
つ
の
ケ
ー

ス
を
紹
介
し
た
い
。 

　
一
つ
は
、
住
吉
区
我
孫
子
の
長
屋
を
二
世
帯
住
宅

に
再
生
し
て
暮
ら
す
、
藤
村
欣
也
・
若
さ
ん
夫
妻
と

若
さ
ん
の
ご
両
親
一
家
で
あ
る
。
昭
和
三
五
年
、
若

さ
ん
の
ご
両
親
は
、
商
店
が
軒
を
連
ね
る
表
通
り
に

並
ぶ
、
一
軒
の
長
屋
に
入
居
。
以
来
、
そ
の
長
屋
で

三
人
の
子
ど
も
た
ち
を
育
て
上
げ
、
子
ど
も
た
ち
が

巣
立
っ
て
後
も
、
家
族
の
思
い
出
の
詰
ま
っ
た
、
そ

の
長
屋
で
暮
ら
し
続
け
て
き
た
。 

　
お
父
さ
ん
は
技
師
、
お
母
さ
ん
は
一
階
で
長
年
ブ

テ
ィ
ッ
ク
を
経
営
し
て
き
た
。
職
住
一
体
の
暮
ら
し

で
あ
る
。
し
か
し
、
二
年
前
、
ブ
テ
ィ
ッ
ク
を
閉
め

た
の
を
き
っ
か
け
に
、
店
舗
兼
住
宅
だ
っ
た
長
屋
を
、

二
世
帯
同
居
の
住
ま
い
へ
と
改
修
す
る
案
が
実
現
に

向
け
て
動
き
出
し
た
。
道
路
に
面
し
て
開
い
て
い
た

店
を
閉
め
た
こ
と
で
、
寂
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
通

り
の
表
情
を
、
少
し
で
も
明
る
く
し
た
い
と
い
う
思

い
も
あ
っ
た
と
い
う
。
今
、
ま
ち
並
み
の
中
に
、
モ

ダ
ン
で
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な
サ
ー
モ
ン
オ
レ
ン
ジ
ピ
ン

ク
の
フ
ァ
サ
ー
ド
が
、
自
然
に
融
け
込
ん
で
、
や
さ

し
い
表
情
を
た
た
え
て
い
る
。 

　
築
四
〇
年
以
上
の
長
屋
を
改
修
し
て
も
十
分
な

寿
命
が
保
て
る
の
か
、
連
棟
の
長
屋
を
改
修
し
て

も
構
造
的
に
問
題
は
な
い
の
か
な
ど
、
改
修
に
際

し
て
の
物
理
的
な
不
安
の
一
つ
ひ
と
つ
を
、
丁
寧

に
解
き
ほ
ぐ
す
役
目
を
担
っ
た
の
が
、
改
修
を
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
た
、（
株
）ア
ー
ト
ア
ン
ド
ク
ラ

フ
ト
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
・
中

川
富
貴
子
氏
／
設
計
・
岩
田
雅
希
氏
／
代
表
・
中

谷
ノ
ボ
ル
氏
）
だ
っ
た
。 

　
二
〇
〇
三
年
三
月
に
改
修
工
事
を
終
え
て
入
居
。

「
限
ら
れ
た
空
間
を
ゆ
っ
た
り
と
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
、
二
世
帯
共
有
の
Ｌ
Ｄ
Ｋ
の
天
井
は
吹
き
抜

け
に
、
階
段
と
部
屋
の
間
や
部
屋
と
部
屋
の
間
に
は
、

あ
え
て
仕
切
り
を
つ
く
ら
ず
オ
ー
プ
ン
に
」
、
そ
し

て
、「
屋
根
裏
に
収
納
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
た
り
、
一

階
に
納
戸
を
つ
く
っ
た
り
、
二
世
帯
分
の
収
納
に
工

夫
し
て
い
る
」
。 

　
生
ま
れ
変
わ
っ
た
長
屋
に
は
、
新
た
に
施
さ
れ
た

無
垢
の
床
材
や
ペ
イ
ン
ト
仕
上
げ
風
の
ク
ロ
ス
が
張

ら
れ
て
い
る
。
見
上
げ
る
と
、
吹
き
抜
け
の
空
間
に
、

築
四
〇
年
の
長
屋
の
立
派
な
梁
が
姿
を
現
す
。
家
族

 

まち並みにチャーミングなサーモンオレンジピンクのファサードがやさしく溶け込む 
（住吉区我孫子界わい） 

藤村若さん親子、二世帯の暮らしを築40年のりっぱな梁が見守る 
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ク
の
フ
ァ
サ
ー
ド
が
、
自
然
に
融
け
込
ん
で
、
や
さ

し
い
表
情
を
た
た
え
て
い
る
。 

ら
れ
て
い
る
。
見
上
げ
る
と
、
吹
き
抜
け
の
空
間
に
、

築
四
〇
年
の
長
屋
の
立
派
な
梁
が
姿
を
現
す
。
家
族

を
守
っ
て
き
た
梁
に
見
守
ら
れ
続
け
て
い
る
安
心
感

が
Ｌ
Ｄ
Ｋ
に
漂
う
。
一
世
代
目
か
ら
二
世
代
目
へ
、

確
か
に
歴
史
が
受
け
継
が
れ
、
同
時
に
確
か
に
新
し

い
歴
史
が
刻
ま
れ
始
め
て
い
る
。
新
し
い
感
性
の
受

容
と
、
世
代
を
超
え
た
価
値
の
継
承
、
そ
の
調
和
の

答
え
の
一
つ
を
見
る
思
い
が
す
る
。 

　
同
じ
く
、
ア
ー
ト
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ト
の
中
谷
ノ
ボ

ル
氏
が
手
が
け
た
ケ
ー
ス
の
一
つ
に
、
天
王
寺
区
空

堀
町
の
長
屋
で
鮨
屋
を
営
む
徳
力
修
司
さ
ん
の
店
舗

「
弥
助
」
が
あ
る
。 

　
昭
和
二
九
年
建
築
の
長
屋
に
、
徳
力
さ
ん
の
お
父

さ
ん
が
「
弥
助
」
を
開
い
た
の
は
、
昭
和
三
五
年
の
こ

と
だ
と
い
う
。
お
父
さ
ん
か
ら
受
け
継
い
だ
店
を
、

数
年
前
に
徳
力
さ
ん
は
改
装
し
て
い
る
。
し
か
し
、

一
階
の
店
内
は
ほ
と
ん
ど
手
を
加
え
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
く
ら
い
、
元
の
姿
を
留
め
た
ま
ま

で
あ
る
。
再
生
長
屋
と
は
思
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

　「
も
と
も
と
物
持
ち
が
い
い
家
で
、
建
物
も
道
具

も
技
術
も
、
み
ん
な
使
い
続
け
て
き
た
骨
董
品
み
た

い
な
も
の
。
そ
れ
は
、
う
ち
で
は
あ
た
り
ま
え
の
こ

と
」
。
改
装
に
あ
た
っ
て
、
徳
力
さ
ん
の
同
級
生
で

も
あ
る
中
谷
さ
ん
も
「
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
、

で
き
る
限
り
残
し
た
方
が
い
い
と
い
っ
て
く
れ
た
」

と
い
う
。
白
木
造
り
の
カ
ウ
ン
タ
ー
も
四
〇
年
も
の
、

網
代
も
四
〇
年
も
の
、
造
り
付
け
の
食
器
棚
や
照
明

器
具
も
当
時
の
ま
ま
で
あ
る
。 

　
な
ぜ
、
筆
者
は
こ
の
長
屋
を
印
象
的
な
再
生
長
屋

の
一
つ
と
感
じ
、
そ
の
主
を
新
世
代
の
長
屋
暮
ら
し

人
と
捉
え
る
の
か
。
そ
れ
は
、
徳
力
さ
ん
が
、
自
ら

の
価
値
観
に
よ
っ
て
、
長
屋
の
価
値
を
再
発
見
・
再

構
築
し
、
長
屋
を
商
い
の
場
と
し
て
選
択
し
、
自
ら

の
人
生
を
更
新
・
表
現
し
て
い
る
人
だ
と
感
じ
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。 

　
徳
力
さ
ん
は
、
大
学
卒
業
後
い
っ
た
ん
企
業
に
就

職
し
な
が
ら
、
画
一
的
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
の
中

で
、
改
め
て
父
の
職
業
で
あ
る
鮨
職
人
の
ア
ナ
ロ
グ 

 

 

まち並みに
（住吉区我

一間半の長屋は、お客さんにくつろいでもらえるジャストサイズ
だという鮨職人の徳力修司さん（天王寺区空堀町界わい） 

先代から受け継いだ空間、時代を感じさせるものはできる限り残した改装 
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は
こ
ず
し                

む
し
ず
し 

な
仕
事
の
価
値
や
魅
力
に
気
付
き
、
父
の
後
を
継
ぐ

鮨
職
人
の
道
を
選
ん
だ
の
だ
と
い
う
。
三
年
前
に
お

父
さ
ん
が
他
界
し
て
か
ら
は
、
妻
の
聖
子
さ
ん
と
二

人
で
店
を
切
り
盛
り
し
て
い
る
。 

　「
父
は
本
当
に
旧
い
職
人
で
、
基
本
中
の
基
本
を

や
っ
て
き
た
人
。
父
が
こ
だ
わ
っ
て
い
た
大
阪
な
ら

で
は
の
〃
箱
鮨
　
や
〃
蒸
鮨
　
を
、
僕
も
大
事
に
し

て
い
ま
す
」
と
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
の
鮨
屋
か
ら
姿

を
消
し
て
し
ま
っ
た
、
大
阪
名
物
の
〃
蒸
鮨
　
を
守

り
続
け
て
い
る
。
旧
い
も
の
に
宿
る
価
値
を
、
自
ら

の
感
性
で
再
評
価
し
、
再
生
し
よ
う
と
す
る
二
世
代

目
の
静
か
な
闘
志
が
伝
わ
っ
て
く
る
。「
な
ん
で
も

な
い
こ
と
を
や
り
続
け
る
こ
と
、
継
続
す
る
こ
と
ほ

ど
難
し
い
こ
と
は
な
い
で
す
よ
」
と
。
ま
ち
中
の
小

さ
な
お
鮨
屋
さ
ん
が
、
一
つ
二
つ
と
姿
を
消
す
時
代

の
逆
風
に
確
信
を
持
っ
て
立
ち
向
か
う
、
徳
力
さ
ん

の
鮨
職
人
と
し
て
の
挑
戦
が
続
い
て
い
る
。 

　
そ
の
腕
を
目
当
て
に
、
ハ
レ
の
ひ
と
と
き
を
楽
し

み
に
や
っ
て
く
る
お
客
さ
ん
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。

「
一
番
大
事
な
の
は
、
人
と
の
触
れ
合
い
。
一
間
半

の
長
屋
は
、
お
客
さ
ん
に
く
つ
ろ
い
で
い
た
だ
け
る

ジ
ャ
ス
ト
サ
イ
ズ
」
だ
と
。
ア
ナ
ロ
グ
の
力
は
、
長

屋
で
こ
そ
発
揮
で
き
る
、
二
世
代
目
の
新
し
い
魂
が

こ
も
っ
た
再
生
で
あ
る
。 

     

　
新
世
代
の
長
屋
暮
ら
し
人
の
中
か
ら
、
四
人
の
方

の
長
屋
と
の
関
わ
り
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
そ
れ
ぞ

れ
の
方
の
生
活
観
・
人
生
観
の
一
端
に
ふ
れ
て
き
た
。

ま
さ
に
、
長
屋
再
生
が
、
人
生
の
再
生
と
不
可
分
の

関
係
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
状
況
が
リ
ア
ル

に
伝
わ
っ
て
く
る
。 

　
最
後
に
、
こ
う
し
た
か
け
が
え
の
な
い
人
生
の
営

み
の
一
つ
ひ
と
つ
か
ら
、
何
を
学
ぶ
べ
き
か
を
考
え

て
み
た
い
。
一
言
で
い
え
ば
、
都
市
再
生
と
は
、
本

来
、
人
生
の
再
生
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
人
の

再
生
に
結
び
つ
か
な
い
都
市
再
生
、
あ
る
い
は
人
の

再
生
を
疎
外
す
る
都
市
再
生
は
、
都
市
再
生
と
は
い

え
な
い
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

　
前
項
に
登
場
す
る
、
中
谷
ノ
ボ
ル
氏
は
、
都
市
に

お
け
る
ス
ト
ッ
ク
・
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
ラ
イ
フ
ワ

ー
ク
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
至
っ
た
背
景
の
一
つ

に
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
住
宅
復
興
に
関
わ
っ
た

際
の
苦
い
経
験
を
あ
げ
て
い
る
。
被
災
地
の
再
生
の

た
め
に
、
住
宅
復
興
計
画
を
立
て
、
一
日
も
早
い
復

興
を
目
指
し
て
努
力
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
建
設
戸
数

が
計
画
を
上
回
り
、
ま
ち
に
建
物
が
再
建
さ
れ
て
も
、

ま
ち
が
再
生
さ
れ
た
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
あ
た
り

ま
え
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
ち
が
再
生
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
建
物
が
建
て
ば
よ
い
と
い
う
こ

と
と
は
全
く
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
思
い
知
ら

さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

　
同
じ
よ
う
に
、
都
市
再
生
を
人
の
再
生
の
側
か
ら

構
想
し
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
、
長
屋
を
巡
る
旅
か

ら
得
た
最
も
大
き
な
教
訓
で
あ
る
。 

　
長
屋
再
生
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
、
と
も
す
る
と
一
過

性
の
流
行
現
象
で
終
わ
る
も
の
だ
ろ
う
と
醒
め
た
目

で
見
る
人
も
多
い
。
け
れ
ど
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単

純
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
新
世
代
の
長
屋

暮
ら
し
人
た
ち
は
、
決
し
て
一
面
的
・
同
質
的
な
存

在
で
は
な
い
か
ら
だ
。
多
様
な
価
値
観
、
人
生
経
験

を
持
っ
た
、
多
世
代
に
渡
っ
て
層
を
な
す
人
々
が
、

流
行
と
は
異
な
る
軸
を
生
み
出
す
可
能
性
を
秘
め
て

存
在
し
て
い
る
。 

　
人
の
再
生
と
い
う
文
脈
か
ら
都
市
再
生
を
構
想
し

よ
う
と
す
る
と
き
、
人
生
の
再
生
を
、
長
屋
再
生
を

通
し
て
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
新
世
代
の
長
屋

暮
ら
し
人
の
声
に
耳
を
傾
け
て
み
る
価
値
は
計
り
知

れ
な
い
ほ
ど
大
き
い
。
と
り
わ
け
、
ま
ち
の
大
半
が

長
屋
と
い
う
独
特
の
都
市
構
造
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

大
阪
に
お
い
て
、
そ
の
意
味
は
極
め
て
重
い
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
都
市
政
策
や
制
度
設

計
の
展
開
が
望
ま
れ
る
。 

　
取
材
の
中
で
、
長
屋
を
め
ぐ
る
魅
力
的
な
人
生
と

至
言
の
数
々
に
出
会
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
糧
に
、

連
載
終
了
後
も
、
長
屋
再
生
や
都
市
再
生
を
め
ぐ
る

考
察
を
続
け
て
い
き
た
い
。
取
材
・
執
筆
に
ご
協
力

く
だ
さ
っ
た
方
々
に
、
心
か
ら
謝
意
を
表
し
、
ひ
と

ま
ず
当
シ
リ
ー
ズ
を
終
え
た
い
と
思
う
。 

（
大
阪
ガ
ス
　エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所  

客
員
研
究
員
） 

■
〈
訂
正
と
お
詫
び
〉 

※
第
一
話（
六
五
号
）の
七
八
頁
の
二
つ
の
図
の
下 

「（
和
田
康
由
氏
作
成
資
料
を
も
と
に
作
図
）」

を
、「（
和
田
康
由
氏
作
成
資
料
の
一
部
を
転
載
）」

に
訂
正
し
、
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

※
第
三
話（
六
七
号
）の
八
八
頁
、
三
段
、
一
二
行
目 

の
「
若
い
女
性
二
人
が
、」
を
、「
若
い
男
女
二
人

が
、」
に
訂
正
し
、
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 
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〃
　
　
　
　
〃 

〃 


