
変
わ
る

日
本
の

「
暮
ら
し
」と

「
ま
ち
」

no.35

20
年
の
時
を
経
て

　

大
正
十
二
年
、
関
東
大
震
災
に
遭
遇

し
た
谷
崎
潤
一
郎
は
、
関
西
へ
の
避
難

を
決
め
る
。
そ
の
と
き
初
め
に
滞
在
し

た
の
が
、
兵
庫
県
芦
屋
市
の
知
人
宅
だ

っ
た
。
そ
の
芦
屋
を
主
要
な
舞
台
に
、

谷
崎
は
名
作
「
細
雪
」
を
書
く
が
、
関

東
大
震
災
よ
り
72
年
後
の
平
成
７
年
、

今
度
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
起
き
よ

う
と
は
谷
崎
は
知
る
由
も
な
い
。

　

こ
の
震
災
に
よ
る
芦
屋
市
の
死
者
は

4
4
3
人
。建
物
全
壊
が
4
7
2
2
棟
、

半
壊
は
4
0
6
2
棟
に
も
上
っ
た
。
東

海
道
本
線
と
阪
神
電
鉄
に
挟
ま
れ
た
、

店
舗
と
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
前
田
町
や
清

水
町
、
そ
し
て
市
場
と
住
宅
が
密
集
し

た
茶
屋
之
町
と
大
桝
町
の
一
帯
が
、
特

に
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。

　

こ
の
年
、
東
京
の
大
学
で
土
木
工
学

を
専
攻
し
て
い
た
横
山
裕
は
、
震
災
と

は
無
縁
に
感
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
4

年
後
、
大
学
院
卒
業
後
に
入
社
し
た

U
R
で
の
最
初
の
配
属
先
は
な
ん
と
芦

屋
市
だ
っ
た
。
１
年
目
か
ら
、
震
災
復

興
と
い
う
大
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
。

　

横
山
が
赴
任
し
て
16
年
た
っ
た
い

ま
、
自
分
が
担
当
し
た
地
区
を
眺
め
な

「
震
災
当
時
は
、
20
年
後
の
こ
と
と

か
、
先
の
こ
と
と
か
考
え
ら
れ
へ
ん
。

い
ま
ど
う
し
よ
う
。
そ
れ
だ
け
で
し
た
」

　

当
時
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
、「
震

災
か
ら
20
年
後
」
を
迎
え
た
い
ま
も
な

お
、
中
村
さ
ん
は
新
し
く
な
っ
た
芦
屋

の
ま
ち
に
住
ん
で
い
る
。

「
震
災
前
は
、
隣
の
家
と
の
壁
も
く
っ

つ
い
て
い
て
、
救
急
車
も
入
れ
な
い
よ

う
な
ま
ち
並
み
や
っ
た
こ
の
あ
た
り

が
、
震
災
後
の
区
画
整
理
で
一
変
し

た
。
暗
い
ア
ー
ケ
ー
ド
も
思
い
切
っ
て

と
っ
ぱ
ら
っ
て
、町
が
明
る
く
な
り
ま

し
た
わ
」

　

震
災
直
後
、
プ
レ
ハ
ブ
を
建
て
て
暮

ら
し
て
い
た
頃
に
は
想
像
も
で
き
な
か

っ
た
、
新
し
い
ま
ち
の
姿
が
、
い
ま
こ

こ
に
あ
る
。

「
震
災
は
天
災
や
か
ら
、
起
き
て
し
ま

う
こ
と
自
体
は
我
々
の
力
で
は
ど
う
し

よ
う
も
な
い
。
そ
や
か
ら
逆
に
そ
れ
を

受
け
入
れ
な
が
ら
生
き
て
い
か
な
し
ゃ

あ
な
い
。
当
時
か
ら
私
は
そ
う
思
い
続

け
て
い
る
ん
で
す
。
こ
こ
は
ス
ク
ラ
ッ

プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
で
建
て
変
わ
っ

た
ま
ち
で
は
あ
り
ま
す
が
、
住
民
の
魂

の
よ
う
な
も
ん
は
い
ま
の
こ
の
ま
ち
の

方
が
し
っ
か
り
と
込
め
ら
れ
て
い
る
ん

や
と
思
い
ま
す
」

強
ま
っ
た
住
民
の
絆

「
こ
の
あ
た
り
は
、
皆
昔
か
ら
の
知
り

合
い
同
士
と
い
う
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た

ま
ち
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
戸
や
大
阪

の
都
会
の
風
も
流
れ
て
く
る
。
一
度
転

勤
で
芦
屋
を
離
れ
て
も
、
皆
い
ず
れ
帰

っ
て
く
る
、
そ
れ
ほ
ど
住
民
が
愛
着
を

持
っ
て
い
る
土
地
な
ん
で
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
芦
屋
市
茶
屋
之
町

の
西
法
寺
の
上
原
照
子
さ
ん
。
阪
神
・

淡
路
大
震
災
後
は
、
芦
屋
の
復
興
計
画

を
住
民
同
士
で
話
し
合
う
、
街
づ
く
り

協
議
会
の
副
会
長
を
務
め
た
。

が
ら
当
時
を
思
い
返
す
。

「
住
宅
が
密
集
し
て
い
る
の
で
宅
地
の

面
積
を
減
ら
し
て
道
路
の
幅
を
拡
げ
て

い
く
。
紙
の
上
で
線
を
引
く
の
は
簡
単

で
す
が
、
土
地
に
は
そ
れ
ま
で
暮
ら
し

た
人
た
ち
の
思
い
が
あ
り
ま
し
た
」

　

被
災
後
に
残
っ
た
2
4
0
棟
の
建
物

の
う
ち
、
1
2
0
棟
は
移
転
せ
ず
残
る

こ
と
に
な
り
、
再
生
へ
の
説
明
に
横
山

は
、一
軒
一
軒
を
回
る
日
々
が
続
い
た
。

土
地
に
込
め
ら
れ
た
思
い　

　

事
業
の
中
で
、
ど
う
し
て
も
切
ら
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
、
一
本
の
桜
の
木

が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
住
む
お
年
寄
り

が
、
生
ま
れ
た
と
き
に
記
念
に
植
え
ら

れ
た
、
思
い
出
の
木
だ
っ
た
。
他
へ
移

植
す
る
方
法
は
な
い
の
か
、
樹
木
の
専

門
家
に
聴
い
て
、
徹
底
的
に
調
べ
た
。

だ
が
、
木
は
老
齢
で
、
植
え
替
え
に
は

耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
苦
渋

の
思
い
で
お
年
寄
り
に
伝
え
る
と
、
桜

を
生
か
そ
う
と
必
死
に
考
え
て
く
れ
た

結
果
な
ら
、
ま
ち
の
た
め
な
ら
、
と
理

解
し
て
く
れ
た
。

「
土
地
に
は
そ
こ
に
住
む
人
々
の
思
い

が
つ
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
耳
を
傾

け
、
一
生
懸
命
受
け
止
め
な
が
ら
、
震

災
に
負
け
な
い
町
を
つ
く
り
た
い
思
い

「
ま
だ
仮
設
住
宅
に
住
ん
で
い
る
人

も
、
自
分
た
ち
の
ま
ち
を
今
後
ど
う
変

え
て
い
け
ば
い
い
の
か
、
区
画
整
理
は

ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
け
ば
い
い
の

か
、
そ
れ
を
話
し
合
う
た
め
に
勉
強
会

に
通
っ
て
き
て
い
ま
し
た
」

　

芦
屋
を
愛
す
る
住
民
た
ち
が
、
区
画

整
理
を
す
る
上
で
、
一
致
し
た
こ
と

は
、
何
度
協
議
し
て
も
新
し
い
ま
ち
作

り
の
目
標
地
点
が
定
ま
ら
ず
、
い
つ
ま

で
も
時
間
ば
か
り
が
か
か
る
の
だ
け
は

避
け
た
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

「
ま
ち
を
作
り
直
す
な
ん
て
初
め
て
の

経
験
で
す
か
ら
、
計
画
の
詳
細
が
分
か

ら
ん
ま
ま
で
は
前
に
進
め
ま
せ
ん
。
そ

の
点
、
U
R
の
方
た
ち
は
、
道
路
を
整

備
し
て
広
げ
た
り
、
公
園
を
作
っ
た
り

す
れ
ば
、
ま
ち
は
具
体
的
に
ど
う
変
わ

る
の
か
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
を
メ
リ
ッ
ト

は
も
ち
ろ
ん
、
デ
メ
リ
ッ
ト
ま
で
も
、

全
部
明
ら
か
に
し
た
上
で
図
面
を
見
せ

な
が
ら
説
明
し
て
く
れ
は
っ
た
ん
で
す
」

　

新
た
な
ま
ち
作
り
に
つ
い
て
話
し
合

う
中
で
、
住
民
同
士
の
絆
は
強
ま
っ
た

と
い
う
。

　

震
災
直
後
、
上
原
さ
ん
が
地
域
の
住

民
た
ち
と
語
り
合
っ
た
の
は
、
今
後
へ

の
夢
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
20
年

を
経
た
い
ま
、
上
原
さ
ん
は
東
北
・
仙

も
あ
る
。両
方
を
み
つ
め
な
が
ら
、住
ん

で
い
る
方
た
ち
が
落
ち
つ
い
て
暮
ら
す

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
話
し
合
っ

て
模
索
し
続
け
る
日
々
を
送
り
ま
し
た
」

　

芦
屋
で
不
動
産
屋
を
営
み
、
消
防
団

の
仕
事
も
務
め
る
岸
本
重
男
さ
ん
は
当

時
を
こ
う
振
り
返
る
。

「
震
災
当
日
、
本
棚
の
下
敷
き
に
な
っ

て
い
た
息
子
を
ま
ず
は
助
け
出
し
て
、

私
は
す
ぐ
に
消
防
団
の
詰
め
所
に
駆
け

つ
け
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
も
う

芦
屋
中
の
人
が
、
親
を
、
子
供
を
助
け

て
く
だ
さ
い
、
と
す
が
っ
て
来
る
状
況

で
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
と

思
い
ま
し
た
」

　

岸
本
さ
ん
は
、
通
信
手
段
も
な
い
中

で
、
生
き
埋
め
に
な
っ
た
人
を
助
け
る

た
め
、
被
災
し
た
町
を
一
心
不
乱
に
駆

け
回
っ
た
。

　

芦
屋
市
に
居
を
構
え
る
西
本
商
店
の

中
村
治
郎
さ
ん
は
当
時
は
先
の
こ
と
な

ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
述
懐
す
る
。

台
の
寺
に
出
向
き
、
被
災
さ
れ
た
人
た

ち
の
た
め
に
な
れ
ば
と
、
自
分
た
ち
の

歩
い
て
き
た
道
を
語
る
機
会
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
新
卒
で
芦
屋
の
現
場
に
飛

び
込
ん
だ
U
R
の
横
山
裕
は
、
い
ま
、

東
北
・
岩
手
県
の
被
災
地
の
復
興
に
携

わ
っ
て
い
る
。「
芦
屋
の
ま
ち
を
い
ま

で
も
歩
き
ま
す
。
嬉
し
い
の
は
、
公
園

の
落
ち
葉
が
掃
除
さ
れ
て
い
た
り
、
歩

道
に
ひ
び
割
れ
が
な
か
っ
た
り
と
、
住

民
の
方
々
が
ま
ち
を
大
事
に
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
こ
と
で
す
ね
」

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
今
年
20

年
の
節
目
を
迎
え
る
芦
屋
は
、
こ
れ
ま

で
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
新

し
い
付
加
価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
被

害
を
受
け
、
い
ま
も
復
興
の
途
上
に
あ

る
東
北
の
地
の
目
指
す

べ
き
所
と
重
な
る
。
新

し
く
再
生
し
た
芦
屋

の
ま
ち
。
そ
こ
に
あ
る

「
い
ま
」
は
、
東
北
の

被
災
地
が
東
日
本
大
震

災
か
ら
20
年
後
の
「
あ

し
た
」
に
目
指
す
姿
と

重
な
っ
て
い
く
だ
ろ

う
。

震災から20年、
住民の思いとともに再生したまち
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