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木幡智恵美 
生家の思い出⑥

　
泉
南
か
ら
出
雲
に
帰
っ
た
の
は
、
小
学
校
を
卒
業
し
て
す
ぐ
だ
っ
た
。
父
が
あ
る
事
情
で
会
社
に
居
ら
れ

な
く
な
り
、
母
が
務
め
る
会
社
の
社
長
か
ら
の
提
案
で
、
出
雲
で
事
業
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。 

　
私
は
家
の
近
く
に
あ
る
中
学
校
に
進
み
、
「
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
に
一
緒
に
入
ろ
う
ね
」
と
友
だ
ち
と
約
束

し
て
い
た
の
で
、
本
当
は
田
舎
に
帰
り
た
く
は
な
か
っ
た
。
毎
日
学
校
か
ら
帰
る
と
、
塀
を
伝
っ
て
迎
え

に
来
て
く
れ
る
愛
猫
タ
マ
と
別
れ
る
の
も
嫌
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
半
年
ほ
ど
前
か
ら
家
の
中
で
繰
り
返

さ
れ
る
ご
た
ご
た
を
目
の
前
で
見
、
肌
で
感
じ
て
き
て
い
る
の
で
致
し
方
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
い
た
。 

　
父
は
事
業
を
立
ち
上
げ
る
準
備
で
先
に
田
舎
へ
帰
り
、
母
と
私
は
荷
物
が
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
込
ま
れ
た

後
、
タ
マ
と
お
別
れ
し
て
駅
に
向
か
っ
た
。
駅
に
は
親
し
い
友
だ
ち
数
人
が
見
送
り
に
来
て
く
れ
、
そ
の
中

の
一
人
は
一
緒
に
電
車
に
乗
り
込
み
、
隣
に
座
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
友
だ
ち
が
次
の
駅
で
降
り
る
と
、
別
れ

が
現
実
に
な
っ
た
の
か
涙
が
あ
ふ
れ
だ
し
、
難
波
駅
に
着
く
ま
で
泣
き
続
け
た
。
思
い
出
の
波
が
寄
せ
る

度
に
目
頭
が
熱
く
な
り
、
引
い
て
も
ま
た
次
の
波
が
押
し
寄
せ
、
寄
せ
て
は
返
す
波
は
家
に
着
く
ま
で
続

い
た
。 

　
そ
し
て
、
田
舎
の
家
で
、
父
と
母
、
祖
母
と
伯
母
、
私
の
五
人
の
生
活
が
始
ま
る
。
祖
母
と
は
小
さ
い
頃

の
何
年
か
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
し
、
田
舎
に
帰
る
と
伯
母
と
も
過
ご
し
て
い
た
。
が
、
そ
こ
に
暮
ら
す

と
な
る
と
、
一
切
が
違
っ
て
い
た
。
土
間
が
あ
り
、
竈
が
あ
り
、
部
屋
は
襖
や
障
子
で
仕
切
ら
れ
る
だ
け
。

壁
が
な
く
、
障
子
や
襖
を
外
す
と
家
全
体
が
一
つ
の
大
き
な
部
屋
と
い
う
感
じ
だ
。
鍵
っ
子
で
、
学
校
か

ら
帰
る
と
一
人
で
居
る
こ
と
が
多
か
っ
た
せ
い
か
、
い
つ
も
家
の
中
に
祖
母
や
伯
母
が
居
る
し
、
近
所
の
人

が
毎
日
の
よ
う
に
来
て
茶
飲
み
話
が
始
ま
る
と
い
う
暮
ら
し
に
な
か
な
か
慣
れ
な
か
っ
た
。
一
つ
、
ほ
っ

と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
庭
に
工
場
が
建
っ
た
の
で
、
あ
の
恐
怖
の
便
所
が
新
し
く
作
り
替
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
だ
。 

　
中
学
校
に
は
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で
通
っ
た
。
旧
小
学
校
跡
で
待
っ
て
い
る
と
、
バ
ス
が
来
る
。
早
便
と
遅
便

の
二
便
が
あ
り
、
週
ご
と
だ
っ
た
か
月
ご
と
だ
っ
た
か
で
交
代
で
乗
っ
た
。
同
級
生
が
数
人
い
た
が
、
皆
は

小
学
校
か
ら
の
馴
染
み
な
の
で
、
自
分
か
ら
そ
の
中
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、 

　
家
の
環
境
か
ら
、
友
だ
ち
か
ら
、
何
も
か
も
が
す
っ
か
り
変
わ
り
、
異
次
元
空
間
に
彷
徨
っ
て
い
る
感

覚
で
、
学
校
か
ら
帰
る
と
海
に
向
か
っ
た
。
水
平
線
を
眺
め
な
が
ら
、
た
だ
ひ
た
す
ら
歩
き
続
け
た
。
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読

ん
だ
本
よ
り
読
ん
だ
気
に
な
っ
て
い
る
本
の
方
が
は
る

か
に
多
い
。
せ
っ
か
く
退
職
し
て
時
間
が
で
き
た
の
だ

か
ら
、
こ
と
に
度
々
映
像
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
超
有
名
古
典

は
読
ん
で
か
ら
死
ぬ
べ
し
、
と
コ
ツ
コ
ツ
読
ん
で
い
る
。
と
は

い
え
、
と
て
も
余
命
で
読
み
切
れ
る
よ
う
な
量
で
は
な
い
の

で
、
縁
の
あ
っ
た
も
の
か
ら
少
し
ず
つ
と
い
う
の
が
実
情
だ
。

そ
の
状
態
の
ま
ま
寿
命
が
尽
き
る
と
は
思
う
が
、
ま
あ
そ
ん
な

も
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。 

　
熱
帯
夜
が
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
続
き
、
夜
中
に
目
が
覚
め
て

し
ま
う
の
で
、
朗
読
で
眠
り
に
誘
っ
て
も
ら
お
う
と
考
え
、
図

書
館
か
ら
Ｃ
Ｄ
を
借
り
て
き
た
。
江
守
徹
の
中
島
敦
を
聞
い
た

ら
俄
然
読
み
た
く
な
っ
て
、
全
集
を
借
り
た
。
卒
業
論
文
の

テ
ー
マ
に
全
集
の
巻
数
が
少
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
中
島

を
選
ん
だ
友
人
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。 

　
何
十
年
ぶ
り
か
に
読
ん
で
み
る
と
、
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
文
体
が
実
に
小
気
味
よ
い
こ
と
に
気
づ
い

た
。
漢
学
者
の
系
譜
に
連
な
る
人
だ
か
ら
、
馴
染
み
の
な
い
漢

語
が
頻
出
す
る
が
、
不
思
議
と
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
難
し
く
感

じ
な
い
。 

「
悟
浄
出
世
」
「
悟
浄
歎
異
」
は
、
「
西
遊
記
」
に
題
材
を
得

た
短
編
小
説
で
あ
る
。
沙
悟
浄
の
独
白
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た

作
品
な
の
だ
が
、
西
遊
記
を
こ
ん
な
読
み
方
が
で
き
た
ら
ど
ん

な
に
楽
し
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
実
際
作
者
に
は
同
じ
視
点

で
書
き
続
け
る
構
想
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
早
世
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
ほ
ん
と
う
に
惜
し
ま
れ
る
。 

　
中
島
敦
に
手
を
引
か
れ
る
格
好
で
、
岩
波
文
庫
版
『
西
遊

記
』
を
読
み
始
め
た
。
こ
れ
こ
そ
知
っ
た
気
に
な
っ
て
読
ん
で

い
な
い
古
典
の
最
た
る
も
の
で
、
小
学
生
の
時
に
児
童
用
の
簡

略
版
で
読
ん
だ
き
り
だ
。
中
野
美
代
子
訳
岩
波
文
庫
は
全
十

巻
。
訳
注
と
頻
繁
に
往
復
し
な
が
ら
不
慣
れ
な
漢
詩
を
読
ま
さ

れ
る
も
の
と
覚
悟
し
て
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
た
が
、
そ
ん
な
先
入

観
は
吹
っ
飛
ん
だ
。
ま
る
で
落
語
な
の
だ
。
与
太
郎
役
の
あ
ほ

ん
だ
ら
猪
八
戒
は
、
ま
ぬ
け
だ
の
お
た
ん
ち
ん
だ
の
と
み
ん
な

か
ら
罵
ら
れ
な
が
ら
一
向
に
悪
び
れ
る
様
子
は
な
い
。
八
っ

つ
ぁ
ん
悟
空
は
、
せ
っ
か
ち
極
ま
り
な
く
周
り
を
一
顧
だ
に
せ

ず
突
っ
走
る
。
教
養
の
み
で
ま
っ
た
く
無
力
の
三
蔵
法
師
は
長

屋
の
隠
居
か
。
次
々
と
手
を
替
え
品
を
替
え
て
登
場
す
る
化
け

物
た
ち
を
相
手
に
罵
詈
雑
言
の
果
て
の
大
立
ち
回
り
。
口
承
文

芸
と
し
て
、
市
井
の
人
々
が
ど
れ
ほ
ど
楽
し
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う

か
、
そ
れ
を
思
う
だ
け
で
胸
が
熱
く
な
っ
て
く
る
。
終
わ
ら
せ

た
く
な
く
て
次
々
膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
結
果
と
し
て
の
こ
の
長 

さ
な
の
だ
ろ
う
。 

　
い
ち
ば
ん
地
味
で
こ
れ
と
い
っ
た
出
番
の
な
い
沙
悟
浄
に

じ
っ
と
三
人
を
観
察
さ
せ
た
中
島
敦
の
凄
味
。
西
遊
記
を
読
ん

で
い
る
と
沙
悟
浄
と
中
島
敦
が
自
ず
と
重
な
っ
て
く
る
。
さ
て

も
あ
り
が
た
き
ご
縁
か
な
。
死
ぬ
前
に
読
め
て
何
よ
り
重
畳
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
フ
ラ
ン
ス
に
研
修
に
出

30か
け
た
自
民
党
女
性
局
の
国
会
議
員
ら
が
、

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
の
前
で
塔
を
ま
ね
た
ポ
ー
ズ

を
し
て
撮
っ
た
写
真
な
ど
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿

し
、
「
税
金
で
観
光
旅
行
か
」
な
ど
と
批
判

を
浴
び
た
。
今
月
の
朝
日
新
聞
の
世
論
調
査

で
は
「
問
題
だ
」
が 
％
に
の
ぼ
っ
て
い

62

る
。 

年
金
生
活
者
　
こ
の
種
の
批
判
に
対
し
て
は

決
ま
っ
て
「
そ
ん
な
小
さ
な
こ
と
よ
り
も
っ

と
大
事
な
国
政
の
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と

い
う
「
大
所
高
所
」
か
ら
の
難
癖
が
つ
け
ら

れ
る
。
だ
が
、
多
く
の
国
民
は
「
そ
ん
な
小

さ
な
こ
と
」
に
敏
感
だ
。
そ
こ
に
政
治
の

「
ゆ
る
み
」
を
感
じ
取
り
、
自
分
た
ち
が
な

め
ら
れ
て
い
る
と
受
け
取
る
か
ら
だ
。 

　
２
０
０
９
年
に
自
民
党
が
民
主
党
に
政
権

を
奪
わ
れ
た
の
は
、
当
時
の
麻
生
内
閣
で
閣

僚
ら
の
カ
ネ
が
ら
み
の
不
祥
事
が
相
次
い
だ

こ
と
が
大
き
な
要
因
だ
っ
た
。
国
民
は
こ
の

内
閣
の
「
ゆ
る
み
」
を
察
知
し
て
怒
る
と
同

時
に
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
で
広
が
っ
た

世
界
金
融
危
機
へ
の
政
権
の
対
処
能
力
に
不

安
を
覚
え
た
と
推
察
さ
れ
る
。 

 

代
　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
あ
と
の
民
主
党
政

30権
は
３
年
３
カ
月
で
倒
れ
た
。 

年
金
　
自
民
党
の
「
ゆ
る
み
」
は
お
ご
り
か

ら
出
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
挑
ま
れ
る
者

と
し
て
の
「
ゆ
る
み
」
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
、
民
主
党
政
権
は
挑
む
者
と
し
て
の
「
ゆ

る
み
」
に
よ
っ
て
瓦
解
し
た
。
彼
ら
は
「
国

民
の
生
活
が
第
一
」
「
官
僚
主
導
か
ら
政
治

主
導
へ
」
を
掲
げ
、
自
民
党
と
霞
が
関
が
築

き
上
げ
た
シ
ス
テ
ム
に
挑
ん
だ
が
、
官
僚
の

抵
抗
に
遭
っ
て
公
約
破
り
に
走
っ
た
。
国
民

は
自
民
党
以
上
に
国
民
を
な
め
て
い
る
と
感

じ
た
に
違
い
な
い
。 

自
民
党
が
「
利
害
」
に
よ
っ
て
結
束
し
た

政
党
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
挑
ん
だ
民
主
党

は
「
理
念
」
に
よ
っ
て
結
束
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
は
ず
だ
っ
た
。
「
国
民
の
生
活
が
第

一
」
「
官
僚
主
導
か
ら
政
治
主
導
へ
」
は
そ

う
し
た
「
理
念
」
に
な
り
得
る
と
期
待
さ
れ

た
が
、
あ
っ
さ
り
裏
切
ら
れ
た
。 

　
自
民
党
の
政
策
も
民
主
党
の
政
策
も
、
内

政
で
は
市
場
経
済
を
前
提
に
し
、
外
交
で
は

日
米
同
盟
を
基
軸
に
し
て
い
る
点
で
は
根
本

的
な
違
い
は
な
か
っ
た
。
国
民
は
そ
れ
を
前

提
に
し
た
う
え
で
、
政
策
を
実
行
す
る
手
段

と
能
力
を
見
比
べ
て
政
権
選
択
の
判
断
を
し

た
。
「
ゆ
る
み
」
は
手
段
の
緻
密
さ
と
実
行

力
を
削
ぐ
大
き
な
要
因
と
受
け
取
ら
れ
た
。 

　
自
民
党
の
「
ゆ
る
み
」
が
「
利
害
」
に
ま

つ
わ
る
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
民
主
党
の

そ
れ
は
「
理
念
」
に
か
か
わ
る
も
の
だ
っ

た
。
国
民
は
そ
の
ど
ち
ら
も
許
さ
な
か
っ

た
。 

 

代
　
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
（
現
Ｘ
）
で
、
小
沢

30一
郎
（
事
務
所
）
が
し
き
り
に
自
民
党
を

「
利
権
政
治
」
と
批
判
し
て
い
る
。 

年
金
　
麻
生
内
閣
が
民
主
党
に
倒
さ
れ
た
の

は
、
政
策
上
の
錯
誤
で
は
な
く
、
相
次
ぐ
不

祥
事
が
大
き
な
要
因
だ
っ
た
こ
と
が
物
語
る

よ
う
に
、
不
祥
事
の
追
求
は
政
権
交
代
に
至

る
「
王
道
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　
３
度
目
の
政
権
交
代
に
執
念
を
燃
や
す
小

沢
一
郎
が
共
産
党
と
の
選
挙
協
力
に
積
極
的

な
の
は
、
基
本
路
線
が
違
っ
て
も
不
祥
事
の

追
求
は
共
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

そ
れ
で
自
民
党
を
倒
し
て
新
政
権
を
つ
く
っ

て
も
、
路
線
の
違
い
は
棚
上
げ
す
れ
ば
何
も

困
る
こ
と
は
な
い
。

　
政
権
選
択
の
選
挙
で
基
本
路
線
の
違
う
党

と
協
力
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
と
野
党

共
闘
を
否
定
す
る
主
張
は
根
強
く
あ
る
。
基

本
路
線
と
個
別
の
方
針
、
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
と

当
面
の
課
題
を
短
絡
さ
せ
る
こ
の
種
の
主
張

は
、
裏
に
別
の
意
図
が
あ
る
か
、
認
識
が
幼

児
的
か
、
い
ず
れ
か
だ
。 

 

代
　
野
党
が
バ
ラ
バ
ラ
の
今
、
政
権
交
代

30に
か
つ
て
の
よ
う
な
現
実
味
は
な
い
。 

年
金
　
英
国
の
２
大
政
党
に
よ
る
政
権
交
代

は
、
資
本
家
と
労
働
者
と
い
う
ふ
た
つ
の
階

級
を
代
表
す
る
政
党
の
存
在
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
。
こ
の
２
大
階
級
を
生
ん
だ
の

は
、
製
造
業
を
牽
引
車
と
す
る
産
業
資
本
主

義
で
あ
り
、
そ
れ
が
第
３
次
産
業
中
心
の
ポ

ス
ト
産
業
資
本
主
義
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る

に
つ
れ
て
、
２
大
政
党
の
議
席
占
有
率
は
漸

減
傾
向
を
た
ど
り
、
時
代
と
の
ず
れ
が
生
じ

始
め
た
。 

　
産
業
資
本
主
義
は
均
質
な
労
働
力
を
必
要

と
す
る
。
労
働
者
ど
う
し
は
労
働
の
性
質
も

待
遇
も
似
か
よ
っ
て
い
て
比
較
的
平
等
が
保

た
れ
る
。
そ
れ
が
労
働
者
階
級
と
い
う
大
き

な
ひ
と
か
た
ま
り
の
階
級
を
生
ん
だ
。
こ
れ

に
対
し
、
ポ
ス
ト
産
業
資
本
主
義
で
は
、
労

働
の
性
質
も
待
遇
も
格
段
に
多
様
化
し
、
労

働
者
の
あ
い
だ
に
も
格
差
が
広
が
っ
た
。
労

働
者
は
も
は
や
ひ
と
つ
の
階
級
と
は
言
え
な

い
く
ら
い
多
様
に
な
っ
た
。 

　
こ
ん
な
時
代
に
日
本
で
２
大
政
党
に
よ
る

政
権
交
代
が
定
着
す
る
可
能
性
は
き
わ
め
て

低
い
。
民
主
党
政
権
が
成
立
し
た
と
き
、
そ

ん
な
時
代
が
来
る
か
に
見
え
た
が
、
政
権
の

つ
ま
ず
き
で
そ
の
期
待
は
し
ぼ
ん
だ
。
代

わ
っ
て
、
維
新
の
会
の
伸
長
な
ど
野
党
の
多

様
化
が
進
ん
だ
。 

　
日
本
で
こ
の
先
も
し
政
権
交
代
が
あ
る
と

し
た
ら
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア

の
よ
う
に
、
過
半
数
に
満
た
な
い
政
党
ど
う

し
の
連
立
に
よ
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
現

在
の
資
本
主
義
が
そ
れ
を
強
い
る
か
ら
だ
。

小
沢
一
郎
が
「
野
党
候
補
の
一
本
化
で
政
権

交
代
を
実
現
す
る
有
志
の
会
」
を
つ
く
っ
た

の
は
そ
う
し
た
時
代
認
識
に
基
づ
い
て
い

る
。 

 

代
　
自
分
た
ち
を
「
第
２
自
民
党
で
い

30い
」
と
発
言
し
た
日
本
維
新
の
会
代
表
の
馬

場
伸
幸
は
「
自
民
党
と
維
新
の
二
大
政
党
制

に
し
て
、
政
権
奪
取
の
争
い
を
や
っ
て
い
き

た
い
」
と
言
っ
て
い
る
（
７
月 

日
時
事
通

26

信
）
。 

年
金
　
時
代
か
ら
ず
れ
た
考
え
と
い
う
ほ
か

な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ア
メ
リ
カ
の
２
大

政
党
で
さ
え
、
か
つ
て
の
資
本
家
と
労
働
者

の
階
級
対
立
の
延
長
線
上
に
存
続
し
得
て
い

る
こ
と
を
無
視
し
て
、
保
守
ど
う
し
の
２
大

政
党
を
主
張
し
て
お
り
、
二
重
の
錯
誤
を
お

か
し
て
い
る
。

ニュース日記　889 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政権交代はなぜ起
きるか


