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木幡智恵美 
産前休暇（2）

　
大
き
な
お
腹
を
抱
え
た
娘
が
、
寛
大
と
実
歩
を
連
れ
て
武
道
館
に
見
学
に
き
た
の
は
、
産
休
に

入
っ
て
間
も
な
く
の
こ
と
だ
っ
た
。
寛
大
と
実
歩
が
「
バ
バ
が
合
気
道
す
る
の
、
見
た
い
」
と
前

か
ら
言
っ
て
い
た
ら
し
い
。
産
休
に
入
り
、
時
間
に
ゆ
と
り
が
で
き
た
か
ら
、
や
っ
と
来
る
気
に

な
っ
た
よ
う
だ
。 

　
道
着
を
つ
け
、
稽
古
が
始
ま
る
前
に
準
備
体
操
を
し
て
い
る
と
、
防
寒
着
で
さ
ら
に
太
く
な
っ

た
娘
が
、
や
は
り
着
膨
れ
た
寛
大
と
実
歩
と
手
を
つ
な
い
で
道
場
に
現
れ
た
。
先
生
の
そ
ば
に

や
っ
て
き
て
、
「
お
久
し
ぶ
り
で
す
」
娘
が
声
を
掛
け
る
。
「
お
お
、
三
十
年
ぶ
り
く
ら
い
か
な
」

と
先
生
。 

「
お
母
さ
ん
、
合
気
道
教
え
て
。
男
の
子
に
負
け
た
く
な
い
」
と
、
不
謹
慎
な
理
由
で
娘
が
言
い

出
し
た
の
は
小
学
校
三
年
生
の
時
だ
。
就
職
し
て
三
年
目
く
ら
い
だ
っ
た
か
、
武
道
館
で
島
根
大

学
の
合
気
道
同
好
会
が
稽
古
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
、
幾
度
か
稽
古
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ

る
。
流
派
が
違
い
、
稽
古
し
づ
ら
い
こ
と
も
あ
り
、
転
勤
を
機
に
脚
が
遠
の
い
て
し
ま
っ
た
。
他
の

武
道
と
同
様
、
合
気
道
に
も
い
ろ
い
ろ
な
流
派
が
派
生
し
て
い
る
。
私
が
学
生
時
代
に
属
し
て
い

た
部
は
本
部
道
場
系
で
、
春
合
宿
は
毎
年
東
京
の
本
部
道
場
で
行
っ
て
い
た
。
娘
と
一
緒
に
武
道

館
に
偵
察
に
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
数
人
で
稽
古
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
が
、
学
生
時
代
に
し
て
い
た

の
と
同
様
の
稽
古
を
し
て
い
る
。
指
導
者
ら
し
い
人
に
話
を
聞
く
と
、
本
部
道
場
で
稽
古
を
し
て

い
た
と
の
こ
と
。
早
速
参
加
を
申
し
込
み
、
娘
と
一
緒
に
週
一
回
稽
古
に
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。 

　
娘
は
結
局
一
年
続
け
た
だ
ろ
う
か
。
四
年
生
に
な
っ
て
バ
レ
ー
部
に
入
り
、
疲
れ
て
帰
る
よ
う

に
な
る
と
、
合
気
道
の
稽
古
ま
で
は
難
し
く
な
っ
た
。
そ
の
後
は
、
小
学
生
に
な
っ
た
長
男
と
一

緒
に
稽
古
に
通
い
、
中
学
校
に
入
っ
て
卓
球
部
に
入
る
と
や
は
り
付
い
て
こ
な
く
な
っ
た
。
長
男

に
付
い
て
途
中
か
ら
加
わ
っ
た
二
男
と
二
人
で
通
っ
た
が
、
こ
れ
も
部
活
に
入
っ
て
か
ら
辞
め
、

そ
の
後
は
一
人
で
通
い
、
長
女
に
誘
わ
れ
通
い
始
め
て
か
ら
三
十
年
経
っ
て
い
る
。 

翌
日
娘
か
ら
電
話
が
あ
り
、
寛
大
も
実
歩
も
、
保
育
所
の
先
生
に
、
合
気
道
を
見
に
行
っ
た
話

を
し
た
そ
う
だ
。
で
も
、
寛
大
は
、
「
大
き
く
な
っ
た
ら
合
気
道
す
る
」
と
は
言
わ
ず
、
隣
で
や
っ

て
い
た
武
道
に
惹
か
れ
た
の
か
、
「
大
き
く
な
っ
た
ら
剣
道
を
や
る
」
と
、
言
っ
た
と
の
こ
と
。

 夕焼け通信1284号　2020.11.16    
〒690-0823　島根県松江市西川津町4276-B402　

miyaken@me.com   gosuitei.sakura.ne.jp/yuyake/ 
編集 宮森健次

がらがら橋日記 

宮森健次 
秋の一日時

々
ク
ラ
ス
の
手
伝
い
に
入
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
日
は

た
ま
た
ま
中
学
年
の
図
工
で
、
物
語
の
絵
を
描
い
て
い

た
。
ぼ
く
の
役
目
は
指
導
で
は
な
く
、
身
も
蓋
も
な
い
言
い
方

を
す
れ
ば
監
視
、
で
あ
る
。
み
ん
な
や
る
べ
き
こ
と
を
や
っ
て

い
た
ら
早
々
に
抜
け
出
し
て
、
通
常
業
務
に
戻
ろ
う
と
目
論
ん

で
い
た
が
、
一
人
の
男
の
子
が
、
机
か
ら
離
れ
て
出
歩
い
て
い

る
。
身
を
持
て
余
し
て
廊
下
に
仰
向
け
に
な
り
、
匍
匐
前
進
の

よ
う
な
格
好
を
し
て
い
る
。
ふ
ん
、
ど
う
や
ら
お
役
目
が
あ
る

ら
し
い
。 

「
ど
う
し
た
？
。
」 

「
絵
の
具
忘
れ
ま
し
た
。
」 

　
寝
た
ま
ま
答
え
る
な
、
と
怒
鳴
っ
て
も
よ
か
っ
た
が
、
そ
れ

は
後
回
し
に
し
て
、
そ
の
子
の
机
の
上
と
表
情
を
交
互
に
見
、

ど
う
し
た
も
の
か
と
考
え
た
。
た
ぶ
ん
忘
れ
た
と
い
う
の
は
取

り
繕
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。 

　
学
習
道
具
が
そ
ろ
わ
ぬ
子
は
、
た
い
て
い
ど
ん
な
時
間
も
何

か
を
欠
い
て
い
る
。
叱
っ
て
直
る
よ
う
な
ら
背
中
で
雑
巾
が
け

を
す
る
よ
う
な
態
度
は
と
ら
な
い
。
欠
く
こ
と
か
ら
抜
け
出
せ

な
い
苛
立
ち
を
ど
こ
か
に
ぶ
つ
け
て
い
な
い
と
自
分
を
保
て
ぬ

の
だ
ろ
う
。
で
き
る
も
の
な
ら
絵
を
描
き
た
い
が
、
絵
の
具
を

用
意
で
き
な
か
っ
た
の
は
他
な
ら
ぬ
自
分
で
あ
る
。
誰
を
責
め

る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
こ
の
ま
ま
ほ
っ
と
い
て
イ
ラ
イ
ラ
が

高
じ
れ
ば
、
誰
か
を
引
き
ず
り
込
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
ろ

う
。
そ
し
て
ま
た
ト
ラ
ブ
ル
発
生
。 

　
借
り
る
絵
の
具
も
な
い
と
な
れ
ば
、
と
思
い
巡
ら
し
て
い
た

ら
、
色
画
用
紙
の
サ
ン
プ
ル
が
あ
っ
た
の
を
思
い
出
し
た
。
担

任
に
聞
く
と
ち
ぎ
り
絵
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
。 

「
こ
れ
を
君
に
や
ろ
う
。
切
っ
て
貼
っ
た
ら
ど
う
だ
。
ほ
か
の

誰
も
や
っ
て
い
な
い
絵
が
で
き
る
ぞ
。
」 

　
興
味
を
持
っ
た
ら
し
い
。
喜
々
と
し
て
作
り
始
め
た
。
こ
れ

で
無
用
な
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
で
き
た
。
後
で
見
に
行
っ
た
ら
、

色
と
り
ど
り
の
葉
を
付
け
た
大
木
が
作
品
の
真
ん
中
に
鎮
座
し

て
い
た
。
こ
れ
な
ら
引
け
を
取
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

　
そ
の
日
、
帰
宅
す
る
と
絵
が
届
い
て
い
た
。
本
物
を
飾
り
た

い
け
ど
、
購
入
や
収
集
す
る
気
は
ま
っ
た
く
な
い
ぼ
く
の
よ
う

な
人
間
に
は
、
レ
ン
タ
ル
と
い
う
あ
り
が
た
い
シ
ス
テ
ム
が
あ

る
。
音
楽
も
映
画
も
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
全
盛
だ
が
、
絵
画

の
世
界
に
も
あ
る
こ
と
を
最
近
に
な
っ
て
知
っ
た
。 

　
作
品
に
寄
せ
た
作
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
世
間
的
な
成
功
を

目
指
し
て
行
き
詰
ま
り
、
し
ば
ら
く
描
け
な
い
時
期
が
あ
っ
た

が
、
豪
雨
災
害
に
よ
っ
て
近
親
者
を
亡
く
し
、
鎮
魂
の
思
い
で

描
い
た
、
と
あ
る
。
た
だ
カ
タ
ロ
グ
で
見
て
選
ん
だ
抽
象
画

だ
。
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
届
い
て
か
ら
知
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。 

　
描
こ
う
に
も
描
け
な
い
煩
悶
を
経
た
二
枚
の
絵
に
出
会
う

日
。
秋
な
ん
だ
ろ
う
な
、
や
っ
ぱ
り
。
こ
う
い
う
巡
り
合
わ
せ

と
い
う
の
は
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
米

30大
統
領
選
で
の
バ
イ
デ
ン
の
最
大
の
勝
因

は
、
や
は
り
ト
ラ
ン
プ
の
新
型
コ
ロ
ナ
対
策

の
失
敗
か
。 

年
金
生
活
者
　
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
災
厄

が
起
き
た
こ
と
自
体
の
責
任
を
ト
ラ
ン
プ
は

取
ら
さ
れ
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
ア
メ

リ
カ
国
民
は
大
昔
の
「
王
殺
し
」
を
実
行
し

た
。 

　
吉
本
隆
明
は
「
西
欧
的
な
〈
王
〉
の
概
念

で
は
、
〈
王
〉
は
人
民
に
よ
り
担
ぎ
上
げ
ら

れ
る
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
ひ
き
降
さ
れ

る
存
在
で
も
あ
る
」
と
し
、
「
凶
事
が
続
発

す
れ
ば
、
そ
れ
は
〈
王
〉
に
神
を
な
だ
め
る

だ
け
の
〈
威
力
〉
が
な
い
た
め
で
あ
り
、

〈
王
〉
の
存
在
が
不
吉
で
あ
る
た
め
で
あ
る

と
さ
れ
て
、
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
書
い

て
い
る
（
「
天
皇
お
よ
び
天
皇
制
に
つ
い

て
」
）
。 

　
ト
ラ
ン
プ
は
コ
ロ
ナ
と
い
う
「
凶
事
」
の

ゆ
え
に
、
「
存
在
が
不
吉
」
と
過
半
の
国
民

に
み
な
さ
れ
、
退
場
を
求
め
ら
れ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
の
物
差
し
で
は

「
凶
事
」
の
発
生
そ
の
も
の
に
は
責
任
が
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
だ
。 

 

代
　
ア
メ
リ
カ
に
「
大
昔
」
は
な
い
ぞ
。 

30年
金
　
ト
ラ
ン
プ
は
自
ら
が
王
と
し
て
殺
害

さ
れ
る
可
能
性
を
察
知
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
凶
事
」
を
で
き

る
だ
け
小
さ
く
見
せ
よ
う
と
楽
観
論
を
繰
り

返
し
、
責
任
を
中
国
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
躍

起
に
な
っ
た
。 

　
封
じ
込
め
よ
う
と
す
れ
ば
経
済
が
停
滞

し
、
経
済
を
動
か
そ
う
と
す
れ
ば
感
染
が
広

が
る
コ
ロ
ナ
危
機
は
、
ど
っ
ち
の
対
策
に
重

点
を
置
い
て
も
、
ト
ー
タ
ル
の
被
害
、
す
な

わ
ち
感
染
に
よ
る
直
接
の
被
害
と
経
済
停
滞

に
よ
る
間
接
の
被
害
を
合
わ
せ
た
被
害
は
大

き
な
も
の
に
な
る
。
だ
と
し
た
ら
、
「
凶

事
」
を
大
き
く
見
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
封
じ
込
め
を
ト
ラ
ン
プ
が
嫌
っ
た
の
も
う

な
ず
け
る
。 

 

代
　
コ
ロ
ナ
が
な
か
っ
た
ら
、
彼
は
落
選

30し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。 

年
金
　
恐
ら
く
。
核
を
め
ぐ
る
米
朝
の
緊
張

を
和
ら
げ
、
人
権
抑
圧
を
続
け
る
中
国
へ
の

圧
力
を
強
化
し
、
就
任
３
年
で
雇
用
を
７
０

０
万
人
増
や
し
、
失
業
率
３
・
５
％
と
い
う

 

年
ぶ
り
の
低
水
準
を
達
成
し
た
彼
の
功
績

50は
、
多
く
の
ア
メ
リ
カ
国
民
に
評
価
さ
れ
て

い
た
は
ず
だ
。 

　
彼
は
自
ら
が
「
こ
の
国
の
忘
れ
ら
れ
た

人
々
」
と
呼
ぶ
国
民
に
「
次
は
あ
な
た
方
が

エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
に
代
わ
っ
て
特

別
扱
い
さ
れ
る
番
だ
」
と
い
う
趣
旨
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
送
り
続
け
た
。
そ
の
最
大
の
対
象

が
、
鉄
鋼
や
自
動
車
な
ど
衰
退
産
業
の
立
地

す
る
ラ
ス
ト
ベ
ル
ト
の
白
人
労
働
者
た
ち

だ
っ
た
。
人
は
自
分
が
特
別
扱
い
さ
れ
た
と

感
じ
る
と
き
、
そ
の
相
手
に
返
礼
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
大
統
領
選
で
ト
ラ
ン

プ
陣
営
の
エ
ン
ジ
ン
と
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
は

そ
の
エ
ン
ジ
ン
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
。 

 

代
　
開
票
所
の
前
で
は
ト
ラ
ン
プ
、
バ
イ

30デ
ン
両
派
が
に
ら
み
合
い
、
今
に
も
な
ぐ
り

合
い
を
始
め
そ
う
な
緊
張
状
態
が
続
き
、
民

主
主
義
の
危
機
が
指
摘
さ
れ
た
。 

年
金
　
民
主
制
は
そ
の
表
皮
の
裏
に
暴
力
を

隠
し
た
不
安
定
な
制
度
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら

わ
に
な
っ
た
。 

　
国
家
が
誕
生
し
て
以
来
、
そ
の
権
力
を
握

る
た
め
の
争
い
は
、
豪
族
、
貴
族
、
武
士
と

い
っ
た
、
社
会
全
体
の
中
で
は
少
数
者
に
属

す
る
勢
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
少
数

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
争
い
で
は
暴
力
が

最
も
有
効
な
手
段
で
あ
り
え
た
。 

　
こ
の
一
部
の
少
数
者
に
よ
る
権
力
争
い
を

全
員
に
よ
る
権
力
争
い
に
か
え
た
の
が
民
主

制
だ
。
従
前
に
比
べ
て
争
う
相
手
が
あ
ま
り

に
も
多
い
の
で
、
暴
力
で
相
手
を
抑
え
つ
け

よ
う
と
す
る
と
、
負
担
と
犠
牲
が
大
き
す
ぎ

る
。
そ
の
た
め
、
暴
力
の
代
わ
り
に
採
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
闘
争
手
段
が
投
票
だ
。
民

主
制
は
暴
力
の
代
替
と
し
て
機
能
し
て
お

り
、
そ
の
機
能
が
不
具
合
を
起
こ
す
と
、
た

ち
ま
ち
暴
力
が
顔
を
出
す
危
険
が
生
じ
る
。 

　
民
主
制
が
そ
う
し
た
不
安
定
性
を
免
れ
な

い
最
大
の
理
由
は
代
表
制
に
あ
る
。
代
表
と

国
民
と
の
間
に
は
大
な
り
小
な
り
必
ず
乖
離

が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
を
避
け
た
け
れ
ば
、
民

主
制
に
代
わ
る
制
度
を
求
め
る
ほ
か
な
い
。 

 

代
　
そ
ん
な
制
度
を
つ
く
れ
る
の
か
。 

30年
金
　
考
え
ら
れ
る
の
は
「
輪
番
制
」
だ
。

国
民
が
持
ち
回
り
で
行
政
を
担
う
。
レ
ー
ニ

ン
は
「
社
会
主
義
の
も
と
で
は
、
す
べ
て
の

人
が
順
番
に
統
治
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
だ
れ
も
統
治
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

す
み
や
か
に
慣
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
書
い
て

い
る
（
『
国
家
と
革
命
』
宇
高
基
輔
訳
）
。

輪
番
制
は
今
ど
の
国
家
に
も
な
い
が
、
社
会

の
諸
組
織
に
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
町
内
会

の
ゴ
ミ
当
番
を
吉
本
隆
明
は
理
想
の
国
家
の

あ
り
方
の
モ
デ
ル
と
考
え
た
。 

　
私
の
住
む
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
の
理

事
も
輪
番
制
だ
。
そ
う
し
な
い
と
理
事
の
な

り
手
が
い
な
い
。
理
事
に
な
っ
て
も
、
そ
れ

に
よ
っ
て
手
に
で
き
る
権
力
は
、
強
い
ら
れ

る
負
担
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
小
さ
い
。
理

事
に
な
る
こ
と
は
い
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
の
権
力

を
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
権
力

争
い
が
生
ま
れ
る
余
地
は
な
い
。 

　
争
い
が
始
ま
る
の
は
、
権
力
に
よ
っ
て
富

を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
つ
ま

り
富
を
手
に
で
き
な
い
の
は
権
力
が
な
い
か

ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
理
由
は
富
の
稀
少

性
に
あ
る
。
富
が
あ
り
余
る
ほ
ど
あ
れ
ば
、

権
力
争
い
は
不
要
と
な
る
。 

　
そ
の
状
態
に
近
い
の
が
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
。

そ
こ
に
居
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
る
全

サ
ー
ビ
ス
を
マ
ン
シ
ョ
ン
の
富
の
す
べ
て
と

考
え
れ
ば
、
そ
の
富
は
住
人
全
員
に
等
し
く

行
き
渡
り
、
だ
れ
か
が
手
に
し
そ
こ
ね
る
こ

と
は
な
い
。
国
家
の
制
度
に
輪
番
制
が
導
入

さ
れ
る
と
き
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
の
富

の
稀
少
性
が
消
滅
し
た
と
き
だ
。
資
本
主
義

の
高
度
化
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
が
加
速

す
る
富
の
稀
少
性
の
縮
減
は
、
輪
番
制
に
つ

い
て
語
る
こ
と
が
必
ず
し
も
荒
唐
無
稽
な
こ

と
で
は
な
い
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。

ニュース日記　762 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

民主主義の以前
と以後


