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木幡智恵美 
里帰り（6）

　
今
の
と
こ
ろ
、
宗
矢
は
そ
う
大
泣
き
は
し
な
い
。
寛
大
が
産
ま
れ
た
時
、
初
め
て
そ
う
い
う
手
段
が

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
袋
を
も
み
も
み
す
る
の
だ
。
そ
の
音
が
、
母
胎
内
に
い
る
時
の

音
に
似
て
い
る
の
だ
と
か
。
寛
大
が
泣
い
て
、
い
く
ら
あ
や
し
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
時
、
抱
っ
こ

し
な
が
ら
袋
を
も
み
も
み
す
る
と
、
不
思
議
と
泣
き
止
ん
だ
。
だ
か
ら
、
部
屋
に
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
袋

を
常
に
置
い
て
い
た
。
実
歩
の
時
も
、
袋
は
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
宗
矢
は
ま
だ
使
っ
た

こ
と
が
な
い
。
母
親
の
年
を
考
え
、
つ
い
で
に
祖
母
の
年
齢
も
考
慮
し
、
あ
ま
り
負
担
を
掛
け
な
い
よ

う
に
し
て
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

　
暦
の
上
で
は
春
に
な
っ
て
間
も
な
い
日
の
明
け
方
、
ド
ン
と
音
が
す
る
の
で
、
不
審
者
で
も
侵
入

し
た
の
か
と
階
段
を
下
り
る
。
娘
も
宗
矢
も
眠
っ
て
い
て
、
こ
と
り
と
も
音
が
し
な
い
。
玄
関
の
方

を
見
る
と
、
外
が
ほ
の
明
る
い
。
積
も
っ
た
雪
が
、
屋
根
か
ら
落
ち
る
音
だ
っ
た
よ
う
だ
。
安
心
し
て

布
団
に
潜
り
込
ん
だ
が
、
な
か
な
か
寝
付
け
ず
、
再
度
階
段
を
下
り
、
焼
酎
を
一
口
あ
お
っ
て
横
に
な

る
。
少
し
眠
っ
た
よ
う
だ
。 

　
翌
朝
、
寛
大
と
実
歩
は
雪
が
積
も
っ
て
い
る
の
を
見
て
大
喜
び
。
我
が
子
が
小
さ
か
っ
た
頃
使
っ

て
い
た
手
袋
を
出
し
て
や
っ
た
。
前
夜
は
、
保
育
所
で
エ
プ
ロ
ン
が
要
る
と
い
う
の
で
、
息
子
が
小

学
校
の
時
に
作
っ
た
の
を
出
し
て
い
る
。
パ
ズ
ル
や
ブ
ロ
ッ
ク
、
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
や
怪
獣
の
フ
ィ
ギ
ュ

ア
な
ど
、
今
、
寛
大
や
実
歩
が
使
っ
て
い
る
遊
び
道
具
は
、
皆
我
が
子
が
使
っ
て
い
た
も
の
だ
。
捨

て
ず
に
取
っ
て
お
く
も
の
だ
。 

　
義
母
の
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
送
り
出
し
、
そ
の
日
は
一
日
中
家
の
中
。
宗
矢

の
風
呂
は
、
ス
ト
ー
ブ
を
ガ
ン
ガ
ン
燃
や
し
た
中
で
行
っ
た
。
雪
は
し
ん
し
ん
降
り
積
も
る
。
寛
大
、

実
歩
の
迎
え
以
外
、
外
へ
は
出
ず
じ
ま
い
で
夜
に
な
る
。
夕
食
を
終
え
、
寛
大
と
実
歩
が
風
呂
か
ら

上
が
り
、
娘
が
風
呂
に
入
る
間
、
宗
矢
を
預
か
り
、
最
後
に
私
が
湯
船
に
浸
か
っ
て
い
る
と
、
ド
ン
ド

ン
ド
ン
。
ま
た
雪
ず
り
か
と
思
っ
た
が
、
連
続
音
が
絶
え
な
い
。
義
母
だ
。
慌
て
て
風
呂
か
ら
上
が

り
、
部
屋
に
行
く
と
、
電
気
毛
布
に
湯
た
ん
ぽ
ま
で
入
れ
て
寝
か
せ
た
の
に
、
ま
だ
寒
く
て
眠
れ
な
い

と
言
う
。
エ
ア
コ
ン
を
つ
け
て
部
屋
を
暖
め
、
「
こ
れ
で
大
丈
夫
で
す
よ
」
と
声
を
掛
け
る
。 

　
そ
の
夜
中
、
あ
ま
り
の
冷
え
込
み
の
せ
い
か
、
寛
大
も
実
歩
も
布
団
か
ら
脱
出
し
な
か
っ
た
。
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宮森健次 
最後の給料給

与
の
明
細
票
は
、
支
給
日
の
前
日
か
数
日
前
に
配
ら
れ

る
。
ぼ
く
が
教
員
に
な
っ
た
こ
ろ
は
、
現
金
支
給
だ
っ

た
の
で
、
明
細
票
は
給
料
袋
に
糊
付
け
し
て
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
す
る
識
字
能
力
な
ど
無
い
に
等
し
く
、
ま
た
中
身
に
対
し
て

も
そ
ん
な
も
の
か
と
思
う
く
ら
い
で
、
菓
子
箱
に
そ
の
ま
ま
入

れ
て
、
管
理
な
ど
と
は
ほ
ど
遠
い
ぞ
ん
ざ
い
な
扱
い
を
し
た
。 

　
六
畳
一
間
の
住
宅
費
な
ど
た
か
が
知
れ
て
い
た
。
食
費
に
し

て
も
ど
う
か
す
る
と
給
食
の
残
り
を
も
ら
っ
て
帰
っ
て
済
ま
し

て
い
た
の
で
、
い
っ
た
い
何
に
い
く
ら
か
か
っ
て
い
る
の
か
な

ど
ま
っ
た
く
も
っ
て
関
心
が
な
か
っ
た
。 

　
菓
子
箱
は
し
ば
ら
く
す
る
と
い
っ
ぱ
い
に
な
る
の
で
、
定
期

的
に
処
分
し
た
が
、
念
の
た
め
に
袋
の
中
身
を
調
べ
る
と
、
一

万
円
札
が
出
て
き
た
り
し
て
、
捨
て
る
前
に
確
か
め
て
お
い
て

よ
か
っ
た
、
と
儲
か
っ
た
気
分
に
な
っ
た
り
し
た
。 

　
結
婚
し
て
か
ら
は
、
お
金
の
こ
と
は
す
べ
て
妻
に
任
せ
っ
き

り
で
、
ぼ
く
は
や
っ
ぱ
り
無
関
心
の
ま
ま
だ
っ
た
。
給
料
が
銀

行
振
り
込
み
に
な
っ
た
ら
ま
す
ま
す
拍
車
が
か
か
り
、
金
と
は

必
要
な
と
き
に
妻
か
ら
受
け
取
り
財
布
に
入
れ
る
そ
れ
が
す
べ

て
で
、
あ
と
は
霞
の
中
だ
っ
た
。 

　
た
だ
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
、
公
務
員
の
給
料
な
ど
最
低
限
の

保
障
し
か
さ
れ
て
い
な
い
と
母
に
し
つ
こ
く
聞
か
さ
れ
、
贅
沢

を
許
す
よ
う
な
余
裕
は
一
切
な
い
の
だ
と
刷
り
込
ま
れ
て
い
た

お
か
げ
で
、
散
財
と
か
浪
費
の
類
い
に
は
近
寄
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
分
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い

の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
仕
方
が
な
い
。 

「
最
後
の
給
料
で
す
ね
。
」 

　
事
務
員
さ
ん
が
明
細
票
の
入
っ
た
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
を
ぼ
く

に
手
渡
す
と
き
、
そ
う
言
っ
て
微
笑
ん
だ
。
い
つ
も
通
り
で
は

な
い
渡
し
方
に
気
遣
い
が
感
じ
ら
れ
た
。
こ
こ
は
素
直
に
「
ど

う
も
あ
り
が
と
う
。
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
」
と
言
え
ば
い
い

と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
「
最
後
だ
か
ら
サ
ー
ビ
ス
が…

な
い
か
、

や
っ
ぱ
り
。
」
な
ど
と
つ
ま
ら
ぬ
冗
談
で
返
し
て
し
ま
っ
た
。 

　
五
十
を
過
ぎ
た
あ
た
り
、
善
意
を
装
っ
た
セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク

に
乗
せ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
妻
が
「
ど

う
し
た
こ
と
？
」
と
不
思
議
が
る
ほ
ど
、
お
金
の
こ
と
を
調
べ

上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
内
外
の
経
済
に
も
関
心
が
向
い
て
、

そ
れ
ま
で
別
世
界
だ
っ
た
新
聞
の
ペ
ー
ジ
や
本
屋
の
書
棚
も
よ

く
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
無
関
心
で
来
ら
れ
た
の
は

あ
き
れ
る
ほ
ど
幸
福
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
決
し

て
褒
め
ら
れ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
っ
て
こ
と
も
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
同
窓
会
で
中
学
校
の
恩
師
が
少
し
悔
い
る
よ
う
な
調
子
で

「
金
の
話
な
ど
汚
ら
わ
し
い
と
思
っ
て
い
た
」
と
語
っ
て
い

た
。
教
員
と
い
う
仕
事
、
ど
こ
か
道
学
先
生
気
分
を
背
負
い
込

ん
で
し
ま
う
も
の
ら
し
い
。
遅
き
に
失
し
た
気
は
す
る
が
最
後

の
給
料
明
細
を
手
に
す
る
ま
で
に
そ
れ
に
気
づ
け
た
だ
け
で
も

よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う
。

mailto:miyaken3180@nifty.com
http://gosuitei.sakura.ne.jp/yuyake/


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

 
代
フ
リ
ー
タ
ー
　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。

30「
首
相
が
急
転
換
」
の
見
出
し
で
朝
日
新
聞

が
首
都
圏
の
緊
急
事
態
宣
言
の
再
延
長
を
報

じ
て
い
た
。
解
除
に
前
向
き
だ
っ
た
の
に
、

知
事
や
医
師
会
、
専
門
家
な
ど
の
慎
重
意
見

を
前
に
方
針
を
変
え
た
、
と
（
３
月
４
日
朝

刊
）
。 

年
金
生
活
者
　
政
権
の
方
針
を
ふ
ら
つ
か
せ

て
い
る
最
大
の
要
因
は
、
新
型
コ
ロ
ウ
イ
ル

ス
に
今
な
お
「
未
知
」
の
部
分
が
多
い
こ
と

に
あ
る
。 

　
「
未
知
」
の
事
態
に
対
処
す
る
に
は
、
そ

れ
ま
で
「
未
知
」
だ
っ
た
新
た
な
方
法
を
つ

く
り
出
す
必
要
が
あ
る
。
「
既
知
」
の
方
法

が
無
効
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
今
あ
る
現
実

の
中
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
無
か
ら
そ
れ
を
生
み
出
す
こ
と

も
で
き
な
い
。 

　
だ
と
し
た
ら
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い

が
、
そ
の
外
に
存
在
す
る
何
か
を
も
と
に
編

み
出
す
ほ
か
な
い
。
そ
の
「
何
か
」
こ
そ
が

「
理
念
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
だ
。
「
理

念
」
は
現
実
の
存
在
で
は
な
い
が
、
無
で
は

な
い
。 

　
発
足
当
初
か
ら
「
理
念
」
が
な
い
と
批
判

さ
れ
て
き
た
菅
政
権
は
「
未
知
」
の
ウ
イ
ル

ス
に
対
処
す
る
の
に
は
適
し
て
い
な
い
政
権

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
「
理

念
」
な
ら
な
ん
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
安
倍
政
権
に
は
「
理
念
」
が
あ
っ
た

が
、
コ
ロ
ナ
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
倒
れ
た
。

安
倍
晋
三
の
「
理
念
」
は
彼
が
「
美
し
い

国
」
と
名
づ
け
た
大
日
本
帝
国
の
現
在
バ
ー

ジ
ョ
ン
で
あ
り
、
「
未
知
」
に
は
無
効
の
「
既

知
」
の
理
念
で
し
か
な
か
っ
た
。 

 

代
　
ど
ん
な
理
念
が
「
未
知
」
に
有
効
な

30ん
だ 

年
金
　
典
型
例
と
し
て
あ
る
の
は
日
本
国
憲

法
９
条
の
非
戦
・
非
武
装
の
理
念
だ
。
敗
戦

と
い
う
、
近
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
「
未

知
」
の
事
態
を
前
に
し
て
、
こ
の
「
理
念
」

は
報
復
と
か
再
戦
と
い
っ
た
「
既
知
」
の
方

法
で
は
な
く
、
戦
い
の
放
棄
と
武
装
解
除
と

い
う
「
未
知
」
の
方
法
を
日
本
国
政
府
と
日

本
国
民
に
指
し
示
し
た
。 

　
そ
れ
は
敗
北
の
屈
辱
を
非
戦
の
栄
光
に
転
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
敗
地
に
塗
れ
た
日
本

国
民
に
生
き
る
よ
す
が
与
え
、
歴
代
首
相
ら
が

こ
と
あ
る
ご
と
に
自
慢
し
て
き
た
「
わ
が
国
の

平
和
と
繁
栄
」
を
築
く
原
動
力
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
そ
れ
だ
け
に
と
と
ま
ら
ず
、
今
世
紀
に

入
っ
て
核
兵
器
禁
止
条
約
と
い
う
憲
法
９
条
の

核
兵
器
版
を
生
む
に
至
っ
た
。 

 

代
　
そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
「
理
念
」

30を
人
類
は
新
型
コ
ロ
ナ
に
対
し
て
も
つ
く
り

出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

年
金
　
い
ま
考
え
ら
れ
る
の
は
９
条
の
「
理

念
」
を
新
型
感
染
症
へ
の
対
処
に
応
用
す
る

こ
と
だ
。
非
戦
と
は
国
家
を
開
く
こ
と
で
も

あ
る
。
世
界
の
諸
国
家
が
自
ら
を
開
い
て
情

報
や
ヒ
ト
や
モ
ノ
や
カ
ネ
を
融
通
し
あ
う
こ

と
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
対
処
に
は
必
須
で

あ
る
こ
と
を
世
界
は
コ
ロ
ナ
禍
で
思
い
知
ら

さ
れ
た
。 

 

代
　
読
売
新
聞
の
世
論
調
査
（
３
月
５
〜

30７
日
実
施
）
で
は
、
首
都
圏
の
緊
急
事
態
宣

言
を
２
週
間
延
長
し
た
こ
と
を
「
評
価
す

る
」
が 

％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。 

78

年
金
　
延
長
が
決
ま
る
前
の
日
本
経
済
新
聞

の
世
論
調
査
（
２
月 

〜 

日
実
施
）
で

26

28

「
再
延
長
」
を
求
め
る
回
答
が
８
割
を
超
え

た
と
き
、
同
社
の
編
集
委
員
・
論
説
委
員
の

矢
野
寿
彦
は
「
宣
言
下
の
現
状
を
『
心
地
よ

い
』
と
思
っ
て
い
る
人
が
意
外
と
多
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
コ
メ
ン
ト
し
、
そ
う
考

え
る
理
由
を
「
海
外
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
と
違

い
昼
間
は
自
由
に
行
動
で
き
て
普
段
通
り
の

生
活
が
送
れ
る
、
旅
行
や
夜
の
会
食
を
我
慢

す
れ
ば
済
む
、
株
価
は
絶
好
調
で
経
済
へ
の

不
安
も
減
っ
た
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
宣
言
の

し
わ
寄
せ
が
一
部
の
人
に
だ
け
い
っ
て
い
る

証
と
も
い
え
ま
す
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。 

 

代
　
し
わ
寄
せ
が
行
っ
て
い
る
お
も
な
先

30は
飲
食
業
界
と
旅
行
業
界
だ
。
廃
業
や
失
業

な
ど
深
刻
な
打
撃
を
受
け
て
い
る
。 

年
金
　
そ
れ
は
国
民
全
体
か
ら
見
れ
ば
一
部

で
あ
り
、
多
く
の
国
民
は
そ
れ
ら
の
利
用
を

我
慢
さ
せ
ら
れ
る
程
度
の
影
響
し
か
受
け
て

い
な
い
。
業
界
の
受
け
て
い
る
ダ
メ
ー
ジ
を

気
の
毒
に
は
思
っ
て
い
て
も
、
や
っ
ぱ
り
不

安
だ
か
ら
宣
言
延
長
を
支
持
す
る
方
に
傾
い

て
し
ま
う
。 

　
た
だ
し
、
国
民
の
多
く
は
感
染
の
危
険
が

わ
が
身
や
わ
が
家
や
わ
が
職
場
に
差
し
迫
っ

て
い
る
と
は
感
じ
て
い
な
い
は
ず
だ
。
毎

シ
ー
ズ
ン
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
患
者
数
に

く
ら
べ
る
と
コ
ロ
ナ
の
感
染
者
は
ず
っ
と
少

な
い
。
自
分
や
周
り
の
人
た
ち
の
感
染
を
経

験
し
て
い
る
国
民
は
、
全
体
か
ら
み
れ
ば
少

数
の
は
ず
だ
。
緊
急
事
態
宣
言
へ
の
支
持
も

何
が
な
ん
で
も
と
い
っ
た
切
実
な
も
の
で
は

な
く
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
ウ
イ
ル
ス
だ

か
ら
万
が
一
に
備
え
て
、
と
い
っ
た
程
度
の

強
さ
と
推
察
さ
れ
る
。 

　
こ
れ
に
も
う
ひ
と
つ
推
察
を
加
え
る
な

ら
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
で
通
勤
ラ
ッ
シ
ュ
地

獄
を
免
れ
た
り
、
職
場
で
上
司
や
同
僚
と
接

す
る
ス
ト
レ
ス
か
ら
解
放
さ
れ
た
り
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
呼
び
か
け
で
買
い

物
の
最
中
に
他
人
の
身
体
と
接
触
す
る
不
快

さ
が
な
く
な
っ
た
り
、
行
き
た
く
な
い
会
食

の
誘
い
を
こ
と
わ
り
や
す
く
な
っ
た
り
、
新

幹
線
が
空
い
て
い
て
乗
り
や
す
か
っ
た
り
、

道
路
の
渋
滞
が
減
っ
て
イ
ラ
イ
ラ
し
な
く

な
っ
た
り…

…

と
、
わ
り
と
快
適
に
感
じ
る

こ
と
も
増
え
て
い
る
こ
と
も
、
宣
言
を
支
持

す
る
ひ
そ
か
な
理
由
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。 

 

代
　
「
自
粛
」
が
解
か
れ
る
こ
と
は
当
分

30な
さ
そ
う
だ
。 

年
金
　
い
ま
言
っ
た
よ
う
な
国
民
の
隠
れ
た

本
音
が
世
論
調
査
結
果
を
左
右
し
、
政
府
の

コ
ロ
ナ
対
策
や
経
済
の
変
化
の
方
向
を
決
め

て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
。
緊
急
事
態
宣
言
は

解
除
さ
れ
て
も
、
国
民
や
事
業
者
の
「
自

粛
」
を
求
め
る
政
策
は
今
後
も
続
く
だ
ろ

う
。
そ
し
て
経
済
で
は
「
自
粛
」
に
対
応
し

た
業
態
や
業
種
の
転
換
、
制
約
を
逆
手
に

取
っ
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
が
相
次
ぐ
だ

ろ
う
。

ニュース日記　777 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

緊急事態宣言の
「心地よさ」


