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木幡智恵美 
生家の思い出⑬

　
高
校
三
年
生
に
な
る
前
の
春
休
み
、
毎
年
祖
母
が
参
加
す
る
隣
保
の
人
た
ち
と
の
慰
安
旅
行
に
付
い

て
行
っ
た
。
バ
ス
で
松
江
の
旅
館
ま
で
行
き
、
演
芸
を
見
な
が
ら
昼
食
を
摂
っ
た
り
、
歓
談
し
た
り
し

て
過
ご
す
の
だ
。
隣
保
の
人
と
そ
う
話
を
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
に
、
な
ぜ
行
く
気
に
な
っ
た
の

か
。
あ
の
着
物
の
件
か
ら
、
祖
母
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
以
上
に
気
を
許
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。 

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
祖
母
は
旅
行
か
ら
帰
る
と
す
ぐ
、
「
風
邪
ひ
い
た
か
も
し
れ
ん
」
と
寝
込
ん
で
し

ま
っ
た
。
祖
母
が
臥
せ
る
の
を
見
た
の
は
、
こ
の
時
が
初
め
て
だ
。 

　
暖
か
く
な
っ
て
も
祖
母
は
布
団
を
あ
げ
よ
う
と
せ
ず
、
食
事
や
ト
イ
レ
以
外
は
横
に
な
る
こ
と
が
増

え
て
い
っ
た
。
そ
の
頃
、
尼
崎
に
住
む
伯
父
が
退
職
後
に
田
舎
で
過
ご
す
た
め
に
家
を
建
て
始
め
て
い

た
。
祖
母
が
建
設
中
の
建
物
が
見
た
い
と
い
う
の
で
、
リ
ア
カ
ー
に
乗
せ
、
伯
母
と
一
緒
に
見
に
行
っ

た
。
家
の
外
で
祖
母
を
見
る
の
は
そ
れ
が
最
後
に
な
る
。 

か
か
り
つ
け
医
に
よ
る
と
、
祖
母
は
末
期
の
肺
が
ん
で
、
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
呼
吸
が
辛
く
な
る
と
、
太
い
針
を
胸
に
刺
し
水
を
抜
か
れ
た
。
血
に
染
ま
っ
た
胸
水
は
洗
面
器
一

杯
出
、
そ
の
度
に
祖
母
は
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
。
祖
母
が
ほ
ぼ
寝
た
き
り
に
な
っ
た
た
め
、
母
は
仕

事
に
は
出
ず
介
護
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
。
だ
ん
だ
ん
細
く
な
る
祖
母
を
抱
え
て
母
は
オ
マ
ル
で
用

を
足
さ
せ
、
毎
日
身
体
を
拭
き
、
献
身
的
な
介
護
を
し
た
。
祖
母
が
身
体
を
触
れ
さ
せ
る
の
は
母
だ
け

だ
っ
た
。 

　
食
も
細
く
な
っ
た
あ
る
日
、
ス
ズ
キ
の
刺
身
が
食
べ
た
い
と
い
う
祖
母
に
、
父
は
セ
イ
ゴ
を
捕
っ
て

き
て
捌
き
、
枕
元
に
差
し
出
し
た
。
ほ
ん
の
ひ
と
切
れ
だ
っ
た
け
ど
、
口
に
入
れ
た
祖
母
の
満
足
げ
な

顔
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
そ
の
う
ち
話
す
力
も
無
く
な
り
、
「
ま
」
と
母
の
名
（
正
江
）
を
言
う
だ
け
に

な
っ
た
。
そ
の
合
図
で
母
は
祖
母
の
要
望
を
察
し
、
動
く
の
だ
。 

　
元
の
半
分
ほ
ど
の
身
体
に
な
り
な
が
ら
も
何
と
か
年
を
越
し
た
が
、
三
学
期
が
始
ま
っ
て
十
日
ほ
ど

経
っ
た
日
の
昼
前
、
父
が
学
校
に
迎
え
に
来
た
。
数
え
年
八
十
一
歳
で
祖
母
は
亡
く
な
っ
た
。 

　
私
は
毎
日
墓
に
参
っ
た
。
墓
前
で
は
受
験
勉
強
に
か
こ
つ
け
て
世
話
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
祖
母
に

繰
り
返
し
詫
び
た
。
そ
し
て
迎
え
た
合
格
発
表
の
日
、
報
せ
を
受
け
る
と
す
ぐ
に
墓
へ
と
走
っ
た
。 

 1418号(夕焼け通信 創刊1993.4.23)　　   　2023.10.16　   
〒690-0823島根県松江市西川津町4276-B402　 gosuitei.sakura.ne.jp/yuyake/ 　編集 宮森健次

た

ま
た
ま
妻
が
東
郷
湖
畔
の
古
本
屋
汽
水
空
港
で
勧
め
ら

れ
て
買
っ
て
帰
っ
た
一
冊
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
ぼ

く
も
前
か
ら
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
本
屋
さ
ん
な
の
だ
が
、

ま
だ
行
け
て
い
な
い
。
せ
っ
か
く
妻
が
先
に
行
っ
て
一
冊
得
た

の
だ
か
ら
、
ぼ
く
が
い
つ
か
行
っ
た
と
き
に
は
、
こ
の
本
が
及

ぼ
し
た
作
用
を
土
産
に
し
よ
う
。 

　
去
年
の
夏
に
畑
を
借
り
る
こ
と
に
な
っ
て
、
今
年
で
二
度
目

の
夏
か
ら
秋
を
迎
え
た
。
初
め
は
手
取
り
足
取
り
、
種
や
苗
、

農
具
ま
で
提
供
し
て
教
え
て
く
れ
た
Ｎ
さ
ん
だ
っ
た
が
、
「
い

つ
ま
で
も
甘
え
ち
ょ
ー
な
よ
」
と
ば
か
り
に
、
こ
の
夏
か
ら
は

ま
っ
た
く
放
任
に
な
っ
た
。
Ｎ
さ
ん
の
ホ
ー
ム
フ
ァ
ー
ム
か
ら

は
ち
ょ
っ
と
距
離
が
あ
る
の
で
、
今
夏
の
異
常
な
暑
さ
に
「
も

う
勘
弁
、
そ
っ
ち
で
や
っ
て
ご
せ
」
と
な
っ
て
も
何
ら
不
思
議

で
は
な
い
け
れ
ど
も
。 

　
前
年
教
わ
っ
た
と
お
り
に
や
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
だ
が
、
自

主
性
を
欠
い
た
畑
作
の
帰
結
と
し
て
、
ど
こ
に
何
を
植
え
て
い

た
の
だ
っ
た
か
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
と
、
一

昨
年
何
が
植
わ
っ
て
い
た
の
か
ぼ
く
に
は
知
る
よ
し
も
な
い
の

と
で
、
連
作
障
害
対
策
が
七
面
倒
く
さ
く
て
や
る
気
が
殺
が
れ

て
い
た
。 

　
妻
が
そ
の
本
を
手
に
し
て
い
る
と
、
汽
水
空
港
の
ご
夫
妻

が
、 

「
そ
の
本
、
す
ご
く
い
い
で
す
よ
。
う
ち
も
そ
の
や
り
方
で
野

菜
作
っ
て
い
ま
す
よ
。
」 

と
声
を
か
け
ら
れ
た
そ
う
で
、
俄
然
妻
も
興
味
を
ひ
か
れ
た
ら

し
い
。
以
後
ず
っ
と
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
い
て
、

頻
繁
に
見
て
い
る
。
事
典
の
よ
う
な
使
い
方
も
す
る
の
で
、
手

元
か
ら
離
せ
な
い
。 

『
１
㎡
か
ら
は
じ
め
る
自
然
菜
園
』
と
い
う
の
が
そ
の
本
で
あ

る
。
今
の
ぼ
く
の
理
解
で
概
略
を
ま
と
め
る
と
、
耕
す
こ
と
も

施
肥
も
し
な
い
。
農
薬
も
使
わ
な
い
。
１
㎡
単
位
で
循
環
型
の

環
境
を
作
り
、
野
菜
同
士
の
相
性
や
適
性
に
合
わ
せ
て
連
作
を

可
能
に
す
る
。
昔
伊
藤
ル
イ
さ
ん
に
勧
め
ら
れ
て
読
ん
だ
ク
ロ

ポ
ト
キ
ン
の
『
相
互
扶
助
論
』
の
畑
作
編
と
い
っ
た
感
じ
だ
。

植
物
、
昆
虫
、
土
中
の
微
生
物
な
ど
の
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
野

菜
に
も
土
に
も
負
担
を
か
け
な
い
持
続
可
能
な
野
菜
づ
く
り
を

目
指
す
。
。
施
肥
は
し
な
い
と
い
う
よ
り
そ
こ
に
あ
る
も
の
を

使
う
と
言
っ
た
方
が
い
い
。
１
㎡
の
周
囲
に
麦
や
ク
ロ
ー
バ
ー

な
ど
の
草
を
育
て
、
肥
料
、
避
暑
、
避
寒
、
保
湿
な
ど
様
々
な

用
途
に
使
う
。
収
穫
の
効
率
を
上
げ
る
必
要
が
な
く
、
去
年
な

ど
か
え
っ
て
取
れ
す
ぎ
て
困
っ
て
し
ま
っ
た
暢
気
な
耕
作
者
に

と
っ
て
は
、
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
。
ク
リ
ム
ゾ
ン
ク
ロ
ー
バ
ー
は

咲
い
た
ら
花
畑
み
た
い
に
な
り
そ
う
で
期
待
が
膨
ら
む
。 

　
初
め
か
ら
う
ま
く
い
く
は
ず
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
理

科
の
実
験
を
し
て
い
る
よ
う
な
心
持
ち
で
、
畑
を
見
に
行
く
の

が
実
に
楽
し
い
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
前
回
、
「
愛
と
は
、
あ

30な
た
が
持
っ
て
い
な
い
も
の
を
与
え
る
こ
と

だ
」
と
い
う
、
ラ
カ
ン
の
わ
け
の
わ
か
ら
な

い
愛
の
定
義
の
話
を
し
た
が
、
こ
れ
に
限
ら

ず
、
彼
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
常
人
に
は
お

よ
そ
理
解
不
能
だ
。 

年
金
生
活
者
　
ラ
カ
ン
が
つ
く
り
だ
し
た
精

神
分
析
の
概
念
の
ひ
と
つ
に
「
４
つ
の
言

説
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
あ
ま
り
に
難
し
い

の
で
、
私
は
苦
し
ま
ぎ
れ
に
、
自
分
の
慣
れ

親
し
ん
で
き
た
吉
本
隆
明
の
使
う
概
念
を
そ

れ
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
た
。 

 

代
　
お
疲
れ
さ
ん
。 

30年
金
　
「
４
つ
の
言
説
」
と
は
「
主
人
の
言

説
」
「
大
学
の
言
説
」
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
者
の

言
説
」
「
分
析
家
の
言
説
」
を
言
う
。
ど
の

言
説
も
登
場
す
る
役
者
は
同
じ
で
、
「
主

体
」
「
主
人
」
「
知
」
「
対
象
ａ
」
の
４
者

だ
。
こ
れ
ら
の
役
者
は
言
説
に
よ
っ
て
異
な

る
役
を
演
じ
る
。
〈
真
理
〉
〈
動
因
〉
〈
他

者
〉
〈
生
産
物
〉
が
そ
の
役
だ
。 

　
こ
の
「
４
つ
の
言
説
」
を
吉
本
の
考
え
に
対

応
さ
せ
る
と
、
「
主
人
の
言
説
」
は
「
国
家
」

の
言
説
に
、
「
大
学
の
言
説
」
は
「
知
識
人
」

の
言
説
に
、
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
者
の
言
説
」
は
「
大

衆
」
の
言
説
に
、
「
分
析
家
の
言
説
」
は
「
思

想
家
」
の
言
説
に
相
当
す
る
。 

　
「
主
人
の
言
説
」
で
は
、
〈
真
理
〉
と
し

て
の
「
主
体
」
に
支
え
ら
れ
た
「
主
人
」
が

〈
動
因
〉
と
な
っ
て
、
〈
他
者
〉
で
あ
る

「
知
」
に
働
き
か
け
、
「
対
象
ａ
」
を
生
産

物
と
し
て
生
み
出
す
。
国
家
の
政
権
担
当
者

が
国
民
に
支
え
ら
れ
て
（
国
民
を
代
表
し

て
）
知
識
人
の
集
団
の
官
僚
に
働
き
か
け
、

サ
ー
ビ
ス
を
生
み
出
す
過
程
は
、
こ
の
言
説

の
ひ
と
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
「
大
学
の
言
説
」
で
は
、
〈
真
理
〉
に
役
ど

こ
ろ
を
替
え
た
「
主
人
」
を
バ
ッ
ク
に
、
「
知
」

が
〈
動
因
〉
と
な
っ
て
「
対
象
ａ
」
に
働
き
か

け
、
「
主
体
」
を
生
み
出
さ
せ
る
。
知
識
人
が

世
界
に
つ
い
て
の
知
識
を
収
集
し
、
そ
れ
を
広

め
て
、
啓
蒙
さ
れ
た
人
た
ち
を
増
や
し
て
い
く

の
も
、
こ
の
言
説
に
該
当
す
る
。 

 

代
　
「
対
象
ａ
」
と
は
何
の
こ
と
だ
。 

30年
金
　
ラ
カ
ン
独
特
の
用
語
で
、
い
ろ
ん
な

解
釈
が
で
き
る
。
私
は
、
人
間
が
生
涯
に
わ

た
っ
て
そ
こ
に
帰
り
た
い
と
願
い
続
け
る
母

胎
の
楽
園
を
象
徴
、
代
替
す
る
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
指
す
と
考
え
て
い
る
。 

　
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
者
の
言
説
」
で
は
、
こ
の

「
対
象
ａ
」
が
〈
真
理
〉
を
演
じ
、
そ
れ
に

突
き
動
か
さ
れ
る
「
主
体
」
が
「
主
人
」
に

働
き
か
け
、
「
知
」
を
生
み
出
さ
せ
る
。
国

民
大
衆
が
日
々
の
労
働
や
消
費
、
と
き
に
選

挙
を
通
し
て
為
政
者
に
働
き
か
け
、
世
の
中

を
改
良
す
る
知
恵
を
し
ぼ
ら
せ
る
過
程
を
こ

の
言
説
は
あ
ら
わ
し
て
い
る
。 

　
そ
し
て
「
分
析
家
の
言
説
」
で
は
、
「
知
」

に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
対
象
ａ
」
が
「
主
体
」

に
働
き
か
け
、
「
主
人
」
を
産
出
さ
せ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
「
主
人
」
を
生
産
物
の
地
位

に
置
く
。
知
的
上
昇
を
遂
げ
た
知
識
人
が
、

「
大
衆
の
原
像
」
を
自
ら
の
中
に
繰
り
込

み
、
思
想
す
る
者
と
な
っ
て
為
政
者
を
相
対

化
す
る
過
程
は
こ
の
言
説
に
属
す
る
。 

 

代
　
小
難
し
い
こ
じ
つ
け
を
聞
か
さ
れ
て

30い
る
気
が
す
る
。 

年
金
　
吉
本
隆
明
は
『
幸
福
論
』
と
い
う
著

書
の
中
で
、
自
分
の
し
て
き
た
文
芸
批
評
の

「
勉
強
法
あ
る
い
は
研
究
法
」
を
打
ち
明
け

て
い
る
。
「
例
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
を
角

川
文
庫
で
読
ん
だ
と
し
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、
そ
の
中
で
必
ず
数
ヵ
所
あ
る
わ
け
で
す

よ
、
お
や
っ
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
、
ほ
か
の

本
に
も
こ
れ
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
な
、

と
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
書
い
て

あ
る
本
を
読
み
た
い
な
、
と
思
う
と
こ
ろ

が
。
そ
う
し
た
ら
、
ほ
か
の
も
の
を
連
鎖
さ

せ
る
ん
で
す
」 

　
こ
れ
を
私
な
り
に
ま
ね
て
み
た
の
が
、
こ

こ
ま
で
や
っ
て
き
た
「
こ
じ
け
つ
」
だ
。

せ
っ
か
く
だ
か
ら
そ
れ
を
さ
ら
に
進
め
て
み

よ
う
。 

 

代
　
ジ
イ
さ
ん
、
大
丈
夫
か
。 

30年
金
　
「
４
つ
の
言
説
」
は
吉
本
の
考
察
し
た

幻
想
の
各
領
域
に
も
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
「
主
人
の
言
説
」
は
「
共
同
幻

想
」
に
、
「
大
学
の
言
説
」
は
「
個
人
幻
想
」

に
、
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
者
の
言
説
」
は
「
対
幻
想
」

に
そ
れ
ぞ
れ
属
し
、
「
分
析
家
の
言
説
」
は
、

各
幻
想
領
域
に
ま
た
が
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ

と
が
で
き
る
。
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
者
の
言
説
」
が

対
幻
想
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ラ
カ

ン
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
い
う
病
気
を
、
女
性
で
あ

る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
問
う
病
だ
と
し
て

い
る
か
ら
だ
。 

　
「
４
つ
の
言
説
」
は
さ
ら
に
吉
本
の
幻
想
論

を
媒
介
に
し
て
、
柄
谷
行
人
の
交
換
様
式
論
に

も
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
柄
谷
の
想
定

す
る
交
換
様
式
Ａ＝

互
酬
（
贈
与
と
返
礼
）
は

「
ヒ
ス
テ
リ
ー
者
の
言
説
」
と
、
同
Ｂ＝

服
従

と
保
護
（
略
取
と
再
分
配
）
は
「
主
人
の
言

説
」
と
、
同
Ｃ＝

商
品
交
換
（
貨
幣
と
商
品
）

は
「
大
学
の
言
説
」
と
、
そ
し
て
同
Ｄ＝

Ａ
の

高
次
元
で
の
回
復
は
「
分
析
家
の
言
説
」
と
構

造
を
同
じ
く
す
る
。 

 

代
　
な
ぜ
「
分
析
家
の
言
説
」
が
「
大
衆

30の
原
像
」
と
か
か
わ
る
ん
だ
。 

年
金
　
ふ
だ
ん
は
天
下
国
家
の
こ
と
や
、
学

問
や
芸
術
の
こ
と
に
は
目
も
く
れ
ず
、
家
族
や

親
し
い
人
た
ち
と
の
生
活
を
第
一
に
考
え
て

暮
ら
す
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
吉
本
は
「
大
衆

の
原
像
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
「
た
え
ず
み
ず

か
ら
の
な
か
に
繰
り
込
む
」
（
「
情
況
と
は

な
に
か
」
、
１
９
６
６
年
）
こ
と
を
「
知
識

人
の
思
想
的
な
課
題
」
（
同
）
と
考
え
た
。 

　
「
分
析
家
の
言
説
」
は
「
知
」
を
持
つ
分

析
家
が
「
対
象
ａ
」
と
化
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
る
「
主
体
」
を
「
主

人
」
の
支
配
か
ら
解
放
す
る
過
程
を
表
し
て

い
る
。
こ
れ
は
知
識
人
が
、
知
識
ま
み
れ
の

お
の
れ
の
中
に
「
大
衆
の
原
像
」
を
据
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
国
民
を
知
識
人

に
よ
る
啓
蒙
の
対
象
と
か
、
為
政
者
に
よ
る

操
作
の
対
象
と
し
て
扱
う
支
配
の
論
理
を
解

体
す
る
過
程
と
同
一
の
構
造
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。

ニュース日記　895 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

共通の構造を手さぐり
する


