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木幡智恵美 
秋（7）

　
娘
た
ち
の
家
は
玉
湯
の
湯
町
に
あ
る
。
す
ぐ
近
く
に
お
も
じ
ろ
釡
と
い
う
湯
が
沸
き
出
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
温
泉
卵
を
作
り
に
よ
く
客
が
来
る
。
こ
の
釡
が
玉
造
温
泉
の
温
泉
源
だ
そ
う
で
、
家

の
横
に
は
結
構
な
頻
度
で
管
理
を
す
る
人
が
来
て
、
作
業
を
行
っ
て
い
る
。 

　
十
一
月
に
入
り
、
歩
く
に
は
絶
好
の
季
節
に
な
っ
た
。
寛
大
と
過
ご
す
土
曜
日
、
「
バ
バ
、
足
湯

行
こ
う
よ
」
と
い
う
の
で
、
水
筒
と
タ
オ
ル
、
そ
し
て
マ
ス
ク
を
持
っ
て
、
温
泉
街
ま
で
歩
い
た
。

「
あ
、
あ
そ
こ
に
鯉
が
い
る
」
「
ト
ン
ボ
だ
」
と
寛
大
は
あ
れ
こ
れ
見
つ
け
て
は
何
度
も
立
ち
止
ま

る
。
私
は
ど
う
し
て
も
畑
の
作
物
に
目
が
行
っ
て
し
ま
う
。
玉
湯
川
沿
い
を
温
泉
街
へ
と
進
ん
で
い

く
。
観
光
客
が
ち
ら
ほ
ら
と
見
え
始
め
た
の
で
、
「
寛
大
、
マ
ス
ク
つ
け
て
」
と
言
う
。
「
下
に
降

り
た
い
」
と
寛
大
が
言
う
の
で
、
橋
の
付
け
根
に
つ
い
て
い
る
階
段
を
降
り
、
川
べ
り
を
進
む
こ
と

に
し
た
。
大
き
な
石
を
見
つ
け
て
は
上
が
り
、
「
落
ち
る
よ
」
と
声
を
掛
け
な
が
ら
歩
い
て
行
く
。

そ
の
う
ち
、
川
の
水
か
ら
湯
気
が
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
い
た
。
本
流
と
は
石
で
区
切
ら
れ
て
い

て
、
高
め
の
湯
と
ぬ
る
め
の
湯
も
仕
切
っ
て
あ
る
。
「
こ
れ
が
本
当
の
足
湯
だ
ね
。
入
る
か
」
と
言

う
と
、
「
え
え
、
い
つ
も
の
足
湯
が
い
い
」
と
寛
大
が
言
う
の
で
、
ゆ
う
ゆ
の
近
く
の
足
湯
に
行
っ

て
み
た
。
け
れ
ど
も
、
ま
だ
早
す
ぎ
る
の
か
ロ
ー
プ
が
張
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
史
跡
公
園
へ
と

上
が
り
、
ト
ン
ボ
捕
り
な
ど
し
て
、
再
び
足
湯
に
下
り
た
。
そ
れ
で
も
ロ
ー
プ
の
ま
ま
だ
っ
た
の

で
、
川
辺
の
足
湯
に
浸
か
り
に
行
っ
た
。
最
初
は
ぬ
る
め
の
お
湯
に
入
り
、
次
は
高
め
の
湯
へ
。
コ

ロ
ナ
禍
の
せ
い
か
観
光
客
は
ま
ば
ら
で
、
足
湯
は
貸
し
切
り
状
態
。
何
と
ぜ
い
た
く
な
体
験
だ
。
寛

大
は
川
の
方
に
足
を
浸
け
、
「
冷
た
」
と
言
っ
て
、
ま
た
足
湯
に
入
っ
て
来
た
。
北
海
道
に
夫
と
ツ
ー

リ
ン
グ
し
た
時
、
網
走
方
面
か
ら
南
へ
向
か
う
途
中
、
羅
臼
川
沿
い
の
温
泉
に
入
っ
た
こ
と
を
思
い

出
す
。
熊
の
湯
と
い
う
地
元
の
人
た
ち
が
管
理
し
て
い
る
温
泉
だ
っ
た
。
小
さ
な
小
屋
が
あ
り
、
風

呂
は
露
天
、
白
濁
し
た
湯
に
浸
か
り
な
が
ら
、
最
上
の
ひ
と
時
だ
っ
た
。
足
湯
に
浸
か
り
な
が
ら
、

同
じ
よ
う
な
気
分
に
浸
っ
て
い
る
。
「
お
母
ち
ゃ
ん
た
ち
と
も
来
た
い
な
」
と
寛
大
は
言
い
な
が

ら
、
タ
オ
ル
で
濡
れ
た
足
を
拭
い
て
い
た
。 

　
そ
の
次
の
土
曜
日
も
、
行
先
は
足
湯
。
今
回
は
お
弁
当
を
作
り
、
足
湯
に
浸
か
っ
た
帰
り
に
は
史

跡
公
園
で
ト
ン
ボ
や
バ
ッ
タ
を
追
い
か
け
、
弁
当
を
広
げ
た
。
秋
満
喫
の
一
日
と
な
っ
た
。 
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本
の
公
立
学
校
の
特
色
の
一
つ
が
教
職
員
の
異
動
で
あ

る
。
そ
ん
な
も
の
当
た
り
前
だ
と
い
う
の
が
多
く
の
日

本
人
の
感
覚
だ
と
思
う
が
、
世
界
に
は
異
動
の
な
い
と
こ
ろ
が

た
く
さ
ん
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
担
任
す
る
学
年
も
変
わ
ら
な
い

と
こ
ろ
だ
っ
て
あ
る
。
ど
っ
ち
が
い
い
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

何
十
年
も
同
じ
学
校
の
同
じ
学
年
を
担
任
す
る
こ
と
を
想
像
し

て
み
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
で
利
点
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
教
え

る
内
容
や
技
術
は
繰
り
返
す
う
ち
に
練
れ
て
い
く
し
、
教
科
書

の
文
章
だ
っ
て
諳
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
年

齢
へ
の
理
解
も
深
ま
り
、
地
域
の
事
情
に
も
精
通
す
る
。
そ
ん

な
専
門
家
が
い
た
ら
有
益
だ
。 

　
一
方
で
、
異
動
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
と
も
思
う
。
ぼ
く
は
残

念
な
が
ら
低
学
年
を
担
任
し
な
い
ま
ま
教
員
生
活
を
終
え
た

が
、
た
い
て
い
の
小
学
校
教
員
な
ら
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で

の
劇
的
な
成
長
期
を
そ
れ
ぞ
れ
経
験
す
る
。
学
校
も
長
く
て
七

年
ま
で
し
か
い
ら
れ
な
い
の
で
、
い
ろ
ん
な
地
域
に
赴
く
こ
と

に
な
る
。
慣
れ
る
ま
で
は
大
変
な
の
だ
が
、
慣
れ
な
い
と
い
う

こ
と
は
新
鮮
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
意
欲
を
支
え
る
。 

　
奥
出
雲
町
の
高
尾
小
学
校
に
は
四
年
間
い
た
が
、
こ
こ
は
際

だ
っ
て
強
い
刺
激
を
受
け
た
。
そ
れ
は
、
高
尾
小
学
校
が
特
異

な
学
校
だ
か
ら
で
あ
る
。
ぼ
く
が
赴
任
し
た
十
年
前
で
児
童
数

が
十
一
名
だ
っ
た
。
全
校
で
。
現
在
は
五
名
だ
。
全
校
で
。
こ

れ
だ
け
児
童
数
の
少
な
い
学
校
に
赴
任
で
き
る
確
率
は
か
な
り

低
い
。
お
か
げ
で
ぼ
く
は
レ
ア
な
経
験
を
し
た
。 

　
学
年
の
最
少
人
数
が
一
人
、
つ
ま
り
一
人
で
入
学
し
て
、
一

人
で
卒
業
し
て
い
く
子
ど
も
が
い
る
学
校
で
、
た
だ
多
人
数
用

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
教
育
を
し
て
い
て
い
い
ん
だ
ろ
う
か
、
な
ん

か
お
も
し
ろ
い
こ
と
し
な
き
ゃ
、
と
思
っ
た
と
き
に
浮
か
ん
だ

の
が
落
語
だ
っ
た
。
落
語
は
一
人
で
で
き
る
。
相
手
は
何
人
だ

ろ
う
と
構
わ
な
い
。
場
所
だ
っ
て
、
座
布
団
一
枚
置
け
れ
ば
ど

こ
で
で
も
で
き
る
。
「
座
布
団
一
枚
か
ら
の
挑
戦
」
と
い
う

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
思
い
つ
い
て
、
落
語
の
イ
メ
ー
ジ
さ
え

持
た
ぬ
子
ど
も
た
ち
と
始
め
た
。 

　
始
め
て
か
ら
十
年
が
経
つ
。
ぼ
く
は
、
高
尾
小
学
校
を
四
年

で
異
動
し
た
。
落
語
は
続
い
た
。
そ
の
年
そ
の
年
の
児
童
や
教

職
員
ス
タ
ッ
フ
の
思
い
を
乗
せ
て
、
出
会
う
人
や
活
動
の
内
容

を
変
化
さ
せ
な
が
ら
一
座
の
「
に
こ
に
こ
寄
席
」
は
続
い
て
い

る
。
つ
い
先
頃
、
「
に
こ
に
こ
寄
席
」
が
博
報
教
育
財
団
の
博

報
賞
を
受
賞
し
た
。
全
国
規
模
で
認
め
ら
れ
た
の
だ
。
受
賞
を

記
念
し
た
「
に
こ
に
こ
寄
席
」
が
学
校
で
開
か
れ
る
。 

・
日
時
　
十
一
月
二
十
七
日
（
日
）
午
後
一
時
半
開
演 

・
会
場
　
奥
出
雲
町
立
高
尾
小
学
校 

　
当
日
は
、
東
京
か
ら
円
楽
一
門
の
三
遊
亭
楽
麻
呂
師
匠
も
お

祝
い
に
来
て
一
席
披
露
さ
れ
る
予
定
だ
。
あ
か
ら
さ
ま
な
宣
伝

を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
全
校
五
名
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
た

ち
に
ぜ
ひ
会
い
に
来
て
く
だ
さ
い
。
入
場
無
料
で
す
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
習

30近
平
が
中
国
共
産
党
の
総
書
記
と
し
て
３
期

目
に
入
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
て
い
る
。 

年
金
生
活
者
　
２
期
ま
で
と
い
う
慣
例
を
破

り
、
事
実
上
の
終
身
の
総
書
記
と
し
て
中
華

「
帝
国
」
の
「
皇
帝
」
に
な
る
姿
勢
を
鮮
明

に
し
た
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
習
の
「
皇
帝
」
化
を
許
し
て
い
る
の
は
、

世
界
的
な
「
帝
国
」
の
「
復
活
」
だ
。
ウ
ェ

ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
の
あ
と
発
展
を
遂
げ
た

「
主
権
国
家
」
群
に
押
さ
れ
て
か
つ
て
の
力

を
失
っ
て
い
た
中
国
、
ト
ル
コ
、
イ
ン
ド
と

い
っ
た
古
い
「
帝
国
」
が
今
世
紀
に
入
っ
て

勢
い
を
盛
り
返
し
て
い
る
。
そ
し
て
西
側
諸

国
を
率
い
る
ア
メ
リ
カ
も
ま
た
新
し
い
「
帝

国
」
と
し
て
力
を
振
る
い
続
け
て
い
る
。 

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
資
本
主
義
は
個
々
の

「
主
権
国
家
」
に
よ
る
経
済
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
困
難
に
し
、
国
連
や
Ｅ
Ｕ
、
Ｇ
７
と

い
っ
た
国
家
間
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
制
御
を
余

儀
な
く
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
結
果
「
主
権
国

家
」
の
権
力
の
一
部
が
国
家
間
シ
ス
テ
ム
に

移
っ
た
。
「
帝
国
」
は
国
家
間
シ
ス
テ
ム
の

一
種
で
あ
り
、
「
主
権
国
家
」
の
権
力
の
一

部
を
吸
収
す
る
こ
と
で
勢
い
を
得
た
。
習
、

プ
ー
チ
ン
、
エ
ル
ド
ア
ン
、
モ
デ
ィ
ら
は
そ

う
し
た
世
界
史
的
な
変
化
を
背
景
に
登
場
し

た
「
皇
帝
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

代
　
中
国
は
民
主
主
義
か
ら
遠
ざ
か
る
ば

30か
り
だ
。 

年
金
　
こ
の
「
帝
国
」
が
民
主
主
義
に
最
も

近
づ
い
た
の
は
、
１
９
８
９
年
の
天
安
門
事

件
に
至
る
民
主
化
運
動
の
と
き
だ
。
「
改
革

開
放
」
に
よ
っ
て
後
に
「
世
界
の
工
場
」
と

呼
ば
れ
る
ま
で
に
発
展
し
た
製
造
業
中
心
の

産
業
資
本
主
義
が
民
主
主
義
を
要
求
し
た
か

ら
だ
。 

　
第
２
次
産
業
を
牽
引
車
と
す
る
産
業
資
本

主
義
は
、
市
場
で
売
買
さ
れ
る
等
質
な
労
働

力
の
存
在
な
し
に
は
作
動
し
な
い
。
政
治
的

な
言
葉
に
置
き
換
え
れ
ば
、
自
由
で
平
等
な

労
働
力
の
存
在
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
段
階

の
資
本
主
義
は
民
主
制
の
も
と
で
最
も
発
展

す
る
と
言
っ
て
い
い
。 

　
当
時
の
総
書
記
の
趙
紫
陽
が
学
生
ら
の
主

張
に
共
感
を
示
し
た
背
景
が
そ
こ
に
あ
る
。

だ
が
、
民
主
化
に
よ
っ
て
共
産
党
一
党
独
裁

が
終
わ
る
こ
と
を
恐
れ
た
鄧
小
平
は
軍
を
出

し
て
学
生
、
市
民
ら
を
武
力
弾
圧
し
た
。
こ

れ
は
彼
が
「
改
革
開
放
」
、
つ
ま
り
資
本
主

義
の
発
展
は
民
主
主
義
な
し
で
も
可
能
だ
と

判
断
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 

代
　
そ
れ
は
賭
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い

30か
。 

年
金
　
自
由
で
平
等
な
労
働
力
を
必
要
と
す

る
産
業
資
本
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
、
民
主

主
義
の
不
在
は
足
か
せ
に
な
る
。
し
か
し
、

世
界
の
資
本
主
義
は
先
進
諸
国
を
中
心
に
ポ

ス
ト
産
業
資
本
主
義
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
。

つ
ま
り
産
業
の
牽
引
車
が
製
造
業
中
心
の
第

２
次
産
業
か
ら
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
、
金
融
な

ど
を
中
心
と
し
た
第
３
次
産
業
に
交
替
し
つ

つ
あ
っ
た
。 

　
先
進
諸
国
は
長
い
産
業
資
本
主
義
の
時
代

を
経
て
そ
こ
に
到
達
し
た
が
、
中
国
は
外
資

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
成
果
を
す

ぐ
に
と
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
結

果
、
産
業
資
本
主
義
の
期
間
を
大
幅
に
短
縮

で
き
た
。
つ
ま
り
民
主
制
が
求
め
ら
れ
る
時

代
を
速
や
か
に
通
り
過
ぎ
た
。 

 

代
　
ポ
ス
ト
産
業
資
本
主
義
も
自
由
で
平

30等
な
労
働
力
を
必
要
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

年
金
　
こ
の
段
階
の
資
本
主
義
で
最
も
利
潤

を
生
む
労
働
力
は
不
自
由
で
不
平
等
な
労
働

力
、
言
い
換
え
れ
ば
市
場
で
い
つ
で
も
自
由

に
売
買
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
、
稀
有
な
労

働
力
だ
。
「
稀
有
な
」
と
い
う
の
は
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
意
味
だ
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
ポ

ス
ト
産
業
資
本
主
義
の
利
潤
の
源
泉
だ
か
ら

だ
。
中
国
が
政
治
的
に
は
不
自
由
で
不
平
等

な
「
帝
国
」
で
あ
り
な
が
ら
、
経
済
は
世
界

第
２
位
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
到
達
し
た
大
き
な
理
由

の
ひ
と
つ
が
そ
こ
に
あ
る
。 

　
「
帝
国
」
が
古
く
か
ら
あ
る
国
家
間
シ
ス

テ
ム
の
一
種
で
あ
る
以
上
、
国
家
か
ら
国
家

間
シ
ス
テ
ム
へ
の
権
力
の
分
散
は
「
帝
国
」

の
時
代
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
。
自
ら
を

「
帝
国
」
と
考
え
て
い
る
中
国
は
自
分
の
時

代
が
到
来
し
た
と
歓
迎
し
て
い
る
に
違
い
な

い
。
つ
ま
り
「
帝
国
」
は
国
家
の
あ
り
方
と

し
て
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ

は
西
欧
に
起
源
を
も
つ
民
主
主
義
の
否
定
を

意
味
す
る
。 

　
「
帝
国
」
は
領
域
内
に
文
化
や
制
度
の
異

な
る
諸
勢
力
を
抱
え
て
い
る
。
平
等
を
理
念

と
す
る
民
主
主
義
に
必
須
の
国
民
の
等
質
性

が
「
帝
国
」
に
は
乏
し
い
。
「
帝
国
」
を
正

し
い
国
家
の
あ
り
方
と
考
え
る
限
り
、
民
主

主
義
を
選
択
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。 

 

代
　
中
国
の
国
民
は
自
由
や
平
等
と
は
無

30縁
な
の
か
。 

年
金
　
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。

「
改
革
開
放
」
の
進
展
で
世
界
第
２
位
の
Ｇ

Ｄ
Ｐ
を
誇
る
資
本
主
義
の
大
国
に
な
っ
た
中

国
の
国
民
は
限
定
的
で
は
あ
っ
て
も
経
済
的

な
自
由
と
平
等
を
す
で
に
享
受
し
て
い
る
。

職
業
選
択
の
自
由
、
消
費
の
自
由
が
か
つ
て

な
い
ほ
ど
広
が
り
、
市
場
で
の
競
争
に
参
加

す
る
機
会
の
平
等
が
制
限
を
受
け
な
が
ら
も

保
障
さ
れ
て
い
る
。 

 

代
　
政
治
的
な
自
由
や
平
等
は
厳
し
く
制

30限
さ
れ
て
い
る
。 

年
金
　
そ
れ
が
保
障
さ
れ
る
に
は
、
西
欧
に

起
源
を
も
つ
民
主
主
義
の
政
体
を
採
用
す
る

こ
と
が
必
須
と
な
る
。
共
産
党
政
権
に
は
そ

の
気
が
全
く
な
い
し
、
国
民
も
政
治
的
な
不

自
由
と
不
平
等
を
経
済
的
な
自
由
と
平
等
に

よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
で
現
状
を
受
け

入
れ
て
お
り
、
政
権
を
倒
し
て
ま
で
と
い
う

機
運
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。 

　
た
だ
、
遠
い
未
来
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
絵
図

の
中
で
な
ら
自
由
で
平
等
な
中
国
を
想
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
資
本
主
義
が
現
在
よ
り

さ
ら
に
高
度
化
し
、
富
の
稀
少
性
が
ゼ
ロ
に

な
っ
た
と
き
、
経
済
的
で
し
か
な
い
、
あ
る

い
は
政
治
的
で
し
か
な
い
自
由
と
平
等
を
超

え
た
、
人
間
的
と
も
言
う
べ
き
自
由
と
平
等

が
実
現
す
る
条
件
が
生
ま
れ
る
か
ら
だ
。 

ニュース日記　850 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「帝国」の時代


