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木幡智恵美 
冬（4）

　
二
日
の
朝
、
長
男
と
義
母
の
墓
参
り
を
し
た
後
、
駅
へ
向
か
っ
た
。
二
泊
三
日
な
ん
て
、
あ
っ
と
い
う

間
だ
。
今
の
と
こ
ろ
、
コ
ロ
ナ
感
染
者
は
減
っ
て
い
る
が
、
い
つ
ま
た
波
が
襲
っ
て
く
る
か
分
か
ら
な

い
。
今
度
長
男
に
会
え
る
の
は
い
つ
に
な
る
だ
ろ
う
。 

　
三
が
日
が
明
け
、
娘
が
出
勤
に
な
る
と
、
寛
大
の
子
守
に
玉
湯
へ
行
っ
た
り
、
家
に
連
れ
て
き
た
り
。

雪
が
な
い
の
で
、
外
で
縄
跳
び
の
練
習
を
し
、
ボ
ー
ル
蹴
り
や
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
を
す
る
。
家
の
中
で
は
ド

ミ
ノ
倒
し
や
風
船
バ
レ
ー
、
お
絵
か
き
に
お
は
じ
き
飛
ば
し
。
こ
の
日
、
寛
大
は
新
し
い
遊
び
を
教
え
て

く
れ
た
。
宝
探
し
な
ら
ぬ
、
百
グ
ラ
ム
の
物
探
し
だ
。
秤
を
置
き
、
百
グ
ラ
ム
見
当
の
物
を
探
し
て
持
っ

て
来
て
乗
せ
、
百
グ
ラ
ム
に
近
い
物
を
持
っ
て
き
た
者
が
勝
ち
と
い
う
ゲ
ー
ム
だ
。
卵
二
個
分
く
ら
い
か

な
と
思
っ
て
ま
ず
は
ト
ラ
ン
プ
を
持
っ
て
行
く
と
、
重
す
ぎ
た
。
寛
大
は
棚
に
あ
る
物
を
二
つ
選
ん
で

量
っ
た
ら
軽
す
ぎ
た
。
な
か
な
か
難
し
い
。
そ
の
う
ち
、
寛
大
は
二
個
乗
せ
て
ぴ
っ
た
り
百
グ
ラ
ム
に
し

た
。
台
所
で
秤
を
使
う
頻
度
は
私
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
の
に
、
寛
大
に
負
け
て
し
ま
っ
た
。 

　
我
が
家
に
来
た
時
は
、
近
く
の
公
園
に
行
っ
て
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
た
り
、
床
几
山
ま
で
散
歩
を
し

た
り
。
帰
っ
て
昼
食
準
備
を
す
る
あ
い
だ
、
「
ジ
ジ
の
部
屋
で
遊
ん
で
て
」
と
言
う
と
、
「
ジ
ジ
は
相
手

し
て
く
れ
ん
も
ん
」
と
言
う
の
で
、
一
緒
に
雑
煮
を
作
っ
た
。
陽
が
射
す
仏
間
で
昼
食
。
仏
間
と
義
母
の

部
屋
は
南
向
き
で
、
冬
で
も
暖
か
い
。
義
母
は
元
気
だ
っ
た
頃
、
陽
光
を
浴
び
な
が
ら
炬
居
で
よ
く
眠

り
を
し
て
い
た
。 

　
三
学
期
が
始
ま
り
、
給
食
も
開
始
と
な
り
、
息
子
も
早
い
出
勤
と
な
っ
た
。
正
月
明
け
か
ら
徐
々
に
コ

ロ
ナ
感
染
者
が
増
え
て
き
て
い
る
。
帰
省
や
初
詣
な
ど
、
人
の
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
か
ら
だ
ろ

う
。
学
校
が
始
ま
る
と
さ
ら
に
感
染
が
広
が
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
だ
。 

そ
の
日
降
り
出
し
た
雪
は
午
後
に
止
み
、
翌
日
は
強
風
と
な
っ
た
。
午
後
、
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
図
書

整
理
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
風
の
中
を
歩
い
て
向
か
う
。
そ
し
て
、
着
い
た
途
端
、
職
員
の

Ｆ
さ
ん
が
言
っ
た
。
「
今
日
の
島
根
の
感
染
者
、
百
一
人
で
す
よ
」
。
つ
い
に
第
六
波
が
来
て
し
ま
っ
た

か
。
帰
り
、
風
は
さ
ら
に
増
し
、
吹
雪
い
た
。
橋
の
上
を
通
る
時
な
ど
、
車
道
ま
で
飛
ば
さ
れ
そ
う
で
、

思
わ
ず
欄
干
に
し
が
み
つ
く
。
普
段
、
い
つ
召
さ
れ
て
も
い
い
よ
う
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
何
だ
、
こ

の
生
へ
の
執
着
は
。 
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最
近
ハ
ゲ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
数
ヶ
月
で
見
る
間
に
変

貌
し
、
お
デ
コ
か
ら
頭
頂
部
に
か
け
て
ス
カ
ス
カ
で
か
な
り

ヤ
バ
イ
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

風
説
に
よ
る
と
コ
ロ
ナ
感
染
の
後
遺
症
に
抜
け
毛
が
あ

る
ら
し
く
、
も
し
や
す
る
と
知
ら
な
い
間
に
感
染
し
て
い
て

症
状
が
で
な
い
ま
ま
後
遺
症
だ
け
残
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
な

ど
と
考
え
も
し
ま
し
た
が
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
気
休
め

程
度
に
ウ
ェ
ル
ネ
ス
で
『
カ
ロ
ヤ
ン
プ
ロ
グ
レ
Ｅ
Ｘ
』
な
る

医
薬
品
の
発
毛
剤
を
買
っ
て
来
て
せ
っ
せ
と
フ
リ
カ
ケ
て
は

い
ま
す
が
、
は
て
さ
て
ど
う
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

元
々
子
供
の
頃
か
ら
い
わ
ゆ
る
ギ
リ
の
部
分
が
大
き
く
地

肌
が
透
け
て
見
え
て
い
た
よ
う
で
、
中
学
生
の
時
に
背
の
高

い
同
級
生
に
上
か
ら
覗
き
こ
ま
れ
て
「
こ
い
つ
ハ
ゲ
て

る
！
」
と
大
声
で
言
わ
れ
た
と
き
は
流
石
に
驚
愕
し
た
も
の

で
す
。
　 

そ
れ
以
来
自
分
の
頭
髪
は
そ
ん
な
も
の
だ
と
思
い
そ
れ
ほ

ど
気
に
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
更
な
が
ら
現
実

に
目
を
向
け
る
と
こ
の
大
惨
事
で
す
。
も
し
こ
れ
が
十
年
前

の
こ
と
で
し
た
ら
か
な
り
深
刻
に
悩
ん
だ
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
先
だ
っ
て
歳
六
十
二
の
誕
生
日
を
迎
え
た
身
と
し
て

は
、
老
化
現
象
だ
と
観
念
し
た
ほ
う
が
気
が
楽
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

ど
う
も
還
暦
を
過
ぎ
て
か
ら
心
身
と
も
に
急
に
劣
化
し
て

し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
老
い
て
も
な
お
盛
ん
な
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
私
の
場
合
特
に
気
力
の
落
ち
込

み
が
著
し
く
て
何
事
に
も
や
る
気
が
起
き
な
い
、
集
中
力
が

続
か
な
い
、
兎
に
角
全
部
ど
う
で
も
い
い
。
風
に
吹
か
れ
て

流
さ
れ
て
、
惰
性
で
ゆ
ら
ゆ
ら
生
き
て
い
る
よ
う
な
感
覚
で

す
。 そ

う
言
え
ば
最
近
、
も
う
一
つ
如
実
な
老
化
現
象
が
起

き
ま
し
た
。
平
日
の
夕
方
に
Ｂ
Ｓ
で
再
放
送
し
て
い
る
『
水

戸
黄
門
』
を
た
ま
た
ま
見
て
い
た
ら
、
こ
れ
が
存
外
に
面
白

く
て
病
み
つ
き
に
な
り
、
毎
日
見
る
の
が
脅
迫
的
な
日
課
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

私
は
大
昔
か
ら
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
や
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
が
大
好

き
で
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
見
続
け
て
い
た
の
で
す
が
、
水

戸
黄
門
は
年
寄
り
の
た
め
の
ヒ
ー
ロ
ー
物
で
あ
る
こ
と
を
改

め
て
実
感
し
ま
し
た
。
助
さ
ん
格
さ
ん
の
超
人
的
な
大
立
ち

回
り
は
正
に
サ
イ
ボ
ー
グ
で
す
し
、
由
美
か
お
る
姉
さ
ん
の

華
麗
な
衣
装
と
ア
ク
シ
ョ
ン
は
変
身
忍
者
と
し
か
言
い
よ
う

が
あ
り
ま
せ
ん
。 

願
わ
く
は
死
ぬ
ま
で
に
水
戸
黄
門
の
新
作
が
見
ら
れ
た

ら
望
外
の
幸
せ
で
す
。
ち
な
み
に
私
が
熱
望
す
る
配
役
は
、

御
老
公
に
吉
田
拓
郎
、
助
格
に
キ
ン
キ
の
お
二
人
。
も
ち
ろ

ん
光
一
く
ん
が
助
さ
ん
で
、
剛
く
ん
が
格
さ
ん
で
す
。
尤

も
、
夢
の
ま
た
夢
の
夢
の
お
話
で
す
が
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
与

30党
が
負
け
る
こ
と
の
多
い
米
中
間
選
挙
で
民

主
党
が
予
想
外
に
踏
ん
張
っ
た
。 

年
金
生
活
者
　
背
景
に
米
中
の
「
無
血
の
戦

争
」
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
「
流
血
の
戦
争
」
が

あ
る
。
巨
額
の
財
政
支
出
を
要
す
る
戦
争
が
政

府
に
強
い
る
の
は
「
大
き
な
政
府
」
路
線
で
あ

り
、
そ
れ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
す
る
民
主
党
は

今
の
事
態
に
適
応
し
や
す
い
。
「
大
き
な
政

府
」
路
線
は
世
界
的
な
流
れ
に
な
っ
て
お
り
、

岸
田
政
権
が
掲
げ
る
「
新
し
い
資
本
主
義
」
は

そ
の
別
名
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

こ
の
「
大
き
な
政
府
」
路
線
は
諸
物
価
を

押
し
上
げ
、
こ
れ
ま
で
長
く
続
い
て
い
た
世

界
経
済
の
デ
フ
レ
基
調
を
イ
ン
フ
レ
基
調
に

一
変
さ
せ
た
。
デ
フ
レ
は
平
和
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
、
イ
ン
フ
レ
は
戦
争
が
引
き
起
こ

す
と
い
う
長
谷
川
慶
太
郎
の
見
解
ど
お
り
の

展
開
と
な
っ
た
。
平
和
な
と
き
は
軍
事
的
な

需
要
が
減
る
ぶ
ん
財
政
支
出
も
減
っ
て
政
府

は
小
さ
く
な
る
。
戦
争
に
な
る
と
、
軍
事
上

の
需
要
が
膨
ら
ん
で
財
政
支
出
は
増
大
し
、

政
府
は
大
き
く
な
る
。 

 

代
　
自
民
党
は
も
と
も
と
「
大
き
な
政

30

府
」
の
党
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。 

年
金
　
東
西
冷
戦
が
そ
の
路
線
を
強
い
た
。

そ
れ
を
担
っ
た
の
が
、
自
民
党
の
宏
池
会
や

田
中
角
栄
の
派
閥
に
代
表
さ
れ
る
保
守
本
流

だ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
変
則
的
な
「
大

き
な
政
府
」
路
線
だ
っ
た
。
軍
事
上
の
支
出

は
お
も
に
同
盟
国
の
ア
メ
リ
カ
に
負
担
さ

せ
、
代
わ
り
に
高
度
経
済
成
長
を
あ
と
押
し

す
る
財
政
支
出
を
増
大
さ
せ
た
。
そ
れ
は
軽

武
装
・
経
済
優
先
路
線
と
呼
ば
れ
た
。 

　
や
が
て
冷
戦
が
終
わ
り
に
近
づ
く
と
、
先

進
国
で
「
小
さ
な
政
府
」
路
線
へ
の
転
換
が

始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
新
自
由
主
義
と
呼
ば
れ

た
サ
ッ
チ
ャ
ー
や
レ
ー
ガ
ン
の
政
策
に
代
表

さ
れ
る
。 

　
日
本
で
は
こ
の
転
換
は
小
泉
純
一
郎
の
政
権

か
ら
始
ま
っ
た
。
彼
は
保
守
本
流
派
閥
で
は
な

い
清
和
会
に
属
し
、
以
来
、
自
民
党
は
こ
の
派

閥
が
主
導
権
を
握
り
続
け
た
。
そ
の
流
れ
を
断

つ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
菅
義
偉
の
退
陣

だ
っ
た
。
岸
田
文
雄
に
交
代
し
た
こ
と
で
、
保

守
本
流
の
宏
池
会
が
久
し
ぶ
り
に
政
権
派
閥
に

返
り
咲
い
た
。
安
倍
晋
三
が
凶
弾
に
倒
れ
、
清

和
会
の
弱
体
化
は
一
気
に
進
ん
だ
。 

　
そ
れ
は
「
小
さ
な
政
府
」
路
線
の
終
わ
り

を
意
味
し
た
。
維
新
の
会
が
以
前
あ
れ
ほ
ど

い
が
み
合
っ
て
い
た
立
憲
と
共
闘
を
始
め
た

の
も
、
同
じ
意
味
を
持
つ
。
維
新
は
小
さ
な

政
府
路
線
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
で
議
席
を
伸

ば
し
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
先
そ
れ
を
続
け

る
の
は
困
難
と
踏
ん
で
、
「
大
き
な
政
府
」

路
線
の
立
憲
に
接
近
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
と
推
察
さ
れ
る
。 

 

代
　
「
大
き
な
政
府
」
に
対
し
て
は
「
バ

30ラ
マ
キ
」
と
か
「
自
立
を
妨
げ
る
」
と
か
「
企

業
の
競
争
力
を
低
下
さ
せ
る
」
と
い
っ
た
根

強
い
批
判
が
あ
る
。 

年
金
　
そ
の
わ
け
を
、
少
し
遠
回
り
し
て
富

の
交
換
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
る
。
た

と
え
ば
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
「
い
い
ね
」
の
や

り
取
り
は
、
文
化
人
類
学
で
い
う
「
互
酬
」

に
あ
た
る
。
互
酬
は
贈
与
と
返
礼
の
連
鎖
か

ら
成
り
、
商
品
の
交
換
と
も
違
う
し
、
富
の

再
分
配
と
も
異
な
る
交
換
様
式
の
ひ
と
つ

だ
。
そ
れ
は
国
家
が
誕
生
す
る
以
前
の
氏
族

社
会
で
支
配
的
だ
っ
た
古
い
シ
ス
テ
ム
だ

が
、
ウ
ェ
ブ
世
界
が
そ
れ
を
再
活
性
化
さ
せ

て
い
る
。

　
「
い
い
ね
」
は
英
語
で
は
「
ラ
イ
ク
」
だ
。

前
者
は
ほ
め
言
葉
、
後
者
は
好
意
の
伝
達
と

い
う
違
い
が
あ
る
。
ほ
め
言
葉
を
「
称
賛
の

贈
与
」
と
考
え
れ
ば
、
好
意
の
伝
達
の
ほ
う

は
そ
う
し
た
意
味
合
い
が
薄
い
。
む
し
ろ

「
私
に
も
好
意
を
持
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う

「
贈
与
の
要
求
」
を
含
ん
で
い
る
。
サ
ル
ト

ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
愛
と
は
愛
さ
れ
た

い
と
望
む
こ
と
だ
か
ら
だ
。 

　
だ
と
す
る
と
、
「
い
い
ね
」
は
「
ラ
イ
ク
」

に
く
ら
べ
て
互
酬
性
の
原
理
が
ず
っ
と
強
く

働
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
は
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
に
合
致
す

る
。
互
酬
性
の
原
理
の
も
と
で
は
、
何
か
を

も
ら
っ
た
ら
、
お
返
し
を
し
な
い
で
は
い
ら

れ
な
い
気
持
ち
に
駆
ら
れ
る
。
人
に
迷
惑
を

か
け
る
こ
と
、
他
人
に
借
り
を
つ
く
る
こ
と

を
嫌
う
日
本
人
の
特
性
は
、
そ
の
原
理
に
由

来
す
る
と
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。 

 

代
　
互
酬
な
ん
て
遠
い
昔
の
社
会
の
こ
と

30だ
ろ
う
。 

年
金
　
そ
れ
が
支
配
的
な
交
換
の
シ
ス
テ
ム

だ
っ
た
の
は
氏
族
社
会
で
あ
り
、
日
本
で
は

縄
文
時
代
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
池
田
信
夫
は

こ
の
時
代
が
１
万
年
も
続
い
た
た
め
に
、
そ

の
文
化
的
な
遺
伝
子
が
継
承
さ
れ
て
今
に

至
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る

（
「
統
一
教
会
騒
動
で
家
畜
化
す
る
日
本

人
」
、 

月 

日
ア
ゴ
ラ
チ
ャ
ン
ネ
ル
）
。 
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氏
族
社
会
は
国
家
が
誕
生
す
る
以
前
の
社

会
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
国
家
に
よ
る
富

の
再
分
配
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。
生
活

保
護
を
う
し
ろ
め
た
い
こ
と
の
よ
う
に
感

じ
、
と
き
に
は
受
給
者
に
冷
た
い
態
度
を
取

る
日
本
人
が
少
な
く
な
い
の
は
、
再
分
配
の

な
い
互
酬
の
文
化
的
な
遺
伝
子
が
機
能
し
て

い
る
か
ら
だ
と
い
う
推
定
が
成
り
立
つ
。
互

酬
の
原
理
か
ら
み
れ
ば
、
生
活
保
護
は
受
け

る
側
が
国
家
か
ら
贈
与
を
受
け
る
だ
け
で
、

返
礼
が
で
き
な
い
。
返
礼
な
き
贈
与
は
負
い

目
で
あ
り
、
負
債
で
あ
り
、
耐
え
が
た
い
も

の
と
な
る
。 

　
ア
メ
リ
カ
の
ピ
ュ
ー
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー

の
調
査
（
２
０
０
７
年
）
に
よ
る
と
、
「
国

は
貧
し
い
人
々
の
面
倒
を
見
る
べ
き
だ
」
と

い
う
考
え
に
同
意
す
る
と
答
え
た
人
は
、
イ

ギ
リ
ス 

％
、
中
国 

％
、
韓
国 

％
、
ア

91

90

87

メ
リ
カ 

％
だ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
は 

70

47

カ
国
中
、
最
低
の 

％
だ
っ
た
と
い
う
。
こ

59

れ
は
日
本
人
が
薄
情
だ
と
い
う
こ
と
を
必
ず

し
も
意
味
し
な
い
。
そ
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー

の
多
く
の
部
分
を
互
酬
性
の
原
理
が
支
配

し
、
そ
の
ぶ
ん
国
家
に
よ
る
富
の
再
分
配
を

好
ま
な
い
こ
と
が
、
冷
た
く
見
え
る
理
由
と

思
わ
れ
る
。

ニュース日記　855 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
再分配と互酬


