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生家の思い出⑯

　
よ
う
や
く
見
つ
け
た
家
政
婦
の
仕
事
。
そ
れ
ま
で
の
心
労
に
加
え
、
昼
夜
な
く
病
人
の
介

護
に
当
た
っ
た
母
の
身
体
は
徐
々
に
む
し
ば
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

　
私
に
「
家
に
戻
れ
」
と
言
っ
た
父
は
、
郷
里
で
就
職
し
た
そ
の
年
、
借
金
返
済
に
奔
走
し

た
末
、
失
意
の
う
ち
に
亡
く
な
っ
た
。
残
さ
れ
た
母
子
の
窮
状
を
見
か
ね
て
、
従
兄
た
ち
が

破
産
宣
告
の
申
し
立
て
を
し
た
。
そ
の
際
、
銀
行
の
抵
当
に
な
っ
て
い
た
家
を
手
放
す
か
ど

う
か
を
問
わ
れ
る
と
、
母
は
言
っ
た
。
「
カ
ヨ
さ
ん
か
ら
引
き
継
い
だ
家
を
、
お
父
さ
ん
が

潰
し
た
な
ん
て
言
わ
れ
た
く
な
い
」
。
父
に
苦
労
さ
せ
ら
れ
続
け
た
母
の
言
葉
と
は
思
え
な

か
っ
た
。
い
や
、
こ
の
家
の
存
在
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
あ

れ
、
母
が
決
め
た
こ
と
。
二
人
で
借
金
を
返
し
、
こ
の
家
を
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。 

　
従
兄
た
ち
の
お
陰
で
、
銀
行
以
外
は
支
払
い
能
力
な
し
と
い
う
こ
と
で
返
済
免
除
と
な
っ

た
。
が
、
職
場
ま
で
取
り
立
て
に
や
っ
て
く
る
人
も
い
た
。
相
手
側
と
し
て
は
当
然
の
こ
と

だ
。
た
だ
、
銀
行
に
返
す
金
額
だ
け
で
も
膨
大
で
、
ほ
か
は
目
を
瞑
る
し
か
な
か
っ
た
。
と

に
か
く
、
私
の
給
料
の
ほ
と
ん
ど
を
、
母
は
家
政
婦
で
稼
い
だ
分
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
返
済
に

充
て
た
。
山
間
の
小
さ
な
学
校
に
転
勤
と
な
り
、
そ
こ
で
一
緒
に
暮
ら
し
始
め
た
伴
侶
に
も

そ
の
旨
を
伝
え
、
定
額
は
返
済
に
充
て
た
。
娘
が
生
ま
れ
、
家
政
婦
の
仕
事
を
一
時
中
断
し

て
子
守
に
専
念
し
て
い
た
期
間
が
後
半
生
の
母
の
最
高
の
ひ
と
時
で
あ
っ
た
ろ
う
。
転
勤
し

て
夫
の
実
家
か
ら
通
う
よ
う
に
な
り
、
再
び
家
政
婦
の
仕
事
に
戻
っ
た
母
は
、
一
年
半
後
に

過
労
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
五
人
家
族
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
生
家
は
、
十
年
ほ
ど
の
間
に

住
人
が
次
々
と
欠
け
、
生
存
す
る
の
は
、
伯
父
の
連
れ
合
い
が
尼
崎
に
帰
る
際
に
施
設
入
所

し
た
伯
母
と
私
だ
け
に
な
っ
た
。 

　
母
が
元
気
な
う
ち
は
、
休
み
を
合
わ
せ
て
家
に
帰
っ
て
い
た
し
、
娘
が
産
ま
れ
て
か
ら

も
、
伯
母
を
施
設
か
ら
迎
え
て
過
ご
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
母
が
亡
く
な
り
、
子
ど
も
が
二

人
、
三
人
に
な
っ
て
も
、
お
盆
に
は
仏
壇
を
開
け
て
位
牌
を
乗
せ
、
正
月
に
は
お
鏡
を
供

え
、
親
子
で
泊
ま
っ
て
い
た
。
近
所
の
人
に
、
「
桶
屋
（
屋
号
）
に
明
か
り
が
灯
っ
ち
ょ
う

と
、
ほ
っ
と
す
う
が
ね
」
と
言
わ
れ
、
こ
う
い
う
日
々
が
ず
っ
と
続
く
と
思
っ
て
い
た
。 
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十

月
の
終
わ
り
に
九
州
に
行
っ
た
。
学
生
時
代
の
ク
ラ
ブ

活
動
の
後
輩
夫
婦
が
長
崎
に
住
ん
で
お
り
、
こ
こ
数
年

低
山
ハ
イ
ク
に
夢
中
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
一
度
い
っ
し
ょ
に

登
ろ
う
と
い
う
話
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。 

　
去
年
久
住
山
に
登
っ
た
と
き
、
九
州
の
山
容
や
山
か
ら
の
眺

望
が
中
国
地
方
の
そ
れ
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
こ
と
に
興
味
を
覚

え
た
の
と
、
名
だ
た
る
温
泉
が
豊
富
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
九
州

は
何
度
で
も
訪
れ
た
い
お
気
に
入
り
に
な
っ
て
い
る
。 

　
早
朝
に
松
江
を
出
発
し
、
午
後
に
は
島
原
半
島
に
着
い
た
。

小
浜
温
泉
に
一
泊
し
て
翌
朝
雲
仙
普
賢
岳
に
登
り
、
再
度
小
浜

温
泉
に
泊
。
三
日
目
は
島
原
の
乱
の
遺
跡
で
あ
る
原
城
跡
に
立

ち
寄
り
、
そ
の
後
日
田
に
向
か
っ
て
泊
。
四
日
目
に
小
鹿
田
焼

の
窯
元
を
巡
っ
て
帰
松
。
登
山
に
つ
い
て
は
現
地
の
二
人
に
任

せ
、
あ
と
は
日
田
に
寄
り
た
い
、
ぐ
ら
い
し
か
考
え
ず
、
行
っ

て
か
ら
ど
う
す
る
か
決
め
よ
う
と
い
う
お
気
楽
な
旅
だ
。
ど
う

せ
す
る
な
ら
荷
物
も
計
画
も
詰
め
込
ま
な
い
旅
が
し
た
い
。 

　
日
田
で
は
咸
宜
園
を
訪
ね
た
。
以
前
『
江
戸
の
読
書
会
』

（
前
田
勉
・
平
凡
選
書
）
と
い
う
お
も
し
ろ
い
本
を
読
ん
だ
と

き
に
そ
の
名
を
記
憶
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
九
州
の
ど
こ
に

あ
っ
た
か
な
ど
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
日
田
が
咸
宜
園
と
と

も
に
あ
る
町
と
知
っ
て
、
自
分
の
ス
カ
ス
カ
の
記
憶
を
補
充
す

る
た
め
に
も
旧
跡
を
訪
ね
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
。 

　
ま
だ
朝
の
九
時
に
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
敷
地
内
に
入

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
別
棟
の
二
階
建
て
の
書
斎
や
母
屋
を

見
て
回
っ
た
。
母
屋
の
勝
手
口
に
は
ス
ー
ツ
に
ネ
ク
タ
イ
の
七

十
前
後
と
お
ぼ
し
い
男
性
が
立
っ
て
い
た
。
受
付
の
人
か
と

思
っ
た
が
何
だ
か
様
子
が
い
か
め
し
い
。
人
物
リ
サ
ー
チ
も
兼

ね
て
建
物
は
復
元
か
と
話
し
か
け
て
み
る
と
、 

「
い
い
え
、
当
時
の
ま
ま
で
す
。
」 

と
だ
け
言
い
、
特
に
こ
ち
ら
に
目
を
や
る
こ
と
も
な
い
。
総
じ

て
九
州
の
人
は
男
女
と
も
に
よ
く
し
ゃ
べ
り
、
愛
想
が
い
い
印

象
が
あ
る
が
極
め
て
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
だ
。
状
況
と
し
て
は
係
員

と
し
か
思
え
な
い
が
、
ま
と
う
空
気
が
異
様
に
硬
質
だ
。 

　
座
敷
の
障
子
は
閉
ま
っ
て
い
た
が
少
し
開
け
て
み
る
と
、
受

付
の
座
机
が
据
え
ら
れ
て
い
て
、
パ
ン
フ
や
受
付
簿
が
置
い
て

あ
っ
た
。
他
に
人
が
い
な
い
の
で
、
受
付
簿
に
名
前
を
書
い
て

見
学
す
る
方
式
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
靴
を
脱
い
で
座
敷
に
上

が
っ
た
。 

「
こ
こ
は
何
時
に
開
く
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
か
。
」 

　
後
ろ
か
ら
、
難
詰
す
る
口
調
で
声
を
か
け
ら
れ
た
。
ぎ
ょ
っ

と
し
て
振
り
向
く
と
、
さ
っ
き
の
ス
ー
ツ
の
男
性
だ
っ
た
。
何

を
聞
か
れ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
ず
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
何
か

し
ゃ
べ
る
と
、 

「
私
は
十
年
こ
こ
に
い
ま
す
が
、
あ
な
た
の
よ
う
に
勝
手
に
上

が
る
人
を
見
た
の
は
初
め
て
で
す
。
」 

　
口
調
は
落
ち
着
い
て
い
る
が
か
な
り
の
剣
幕
だ
。
（
続
く
）
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
先
日
の
朝
日
新
聞
別
刷

30り
「
ｂ
ｅ
」
（ 

月 

日
）
の
「
フ
ロ
ン
ト

10

21

ラ
ン
ナ
ー
」
は
哲
学
者
・
作
家
の
千
葉
雅
也

を
登
場
さ
せ
、
「
中
間
こ
そ
根
源
的
（
ラ
ジ

カ
ル
）
だ
」
を
彼
の
基
本
ス
タ
ン
ス
を
示
す

言
葉
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
「
中
間
」
と

い
う
と
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
と
か
、
あ
い
ま
い

と
か
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
。 

年
金
生
活
者
　
千
葉
の
考
え
は
、
２
項
対
立

の
脱
構
築
を
唱
え
る
デ
リ
ダ
の
考
え
が
も
と

に
な
っ
て
い
て
、
「
中
間
」
の
重
視
は
吉
本

隆
明
の
思
想
と
も
共
通
す
る
。 

　
吉
本
は
『
心
的
現
象
論
序
説
』
で
、
好
き

と
か
嫌
い
と
か
と
い
う
感
情
は
ど
ん
な
に
重

要
な
よ
う
に
見
え
て
も
、
最
も
重
要
な
の
は

そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
「
中
性
」
の
感
情
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
中
性
」
の

感
情
は
、
好
き
と
か
嫌
い
と
い
っ
た
感
情
を

対
象
化
し
、
そ
れ
ら
に
距
離
を
取
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
。
そ
こ
に
は
対
象
の
遠
隔
化

と
い
う
人
間
に
固
有
の
観
念
作
用
が
働
い
て

お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
最
も
重
要
な
の
だ
と
吉

本
は
説
く
。 

　
好
き
と
嫌
い
、
善
と
悪
、
美
と
醜
、
真
と

偽
と
い
っ
た
、
対
立
す
る
２
項
に
「
中
間
」

「
中
性
」
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
好
き

で
も
嫌
い
で
も
な
い
状
態
、
善
で
も
悪
で
も

な
い
状
態
、
美
で
も
醜
で
も
な
い
、
真
で
も

偽
で
も
な
い
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
は
、
２
項
対
立
が
生
ま
れ
る
以
前
の
状
態

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
そ

れ
が
「
中
間
」
「
中
性
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ

て
い
る
と
も
言
え
る
。 

 

代
　
２
項
対
立
で
物
事
を
と
ら
え
る
の
は

30と
て
も
便
利
だ
し
、
そ
れ
な
し
に
は
生
活
も

社
会
も
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
。 

年
金
　
２
項
対
立
の
原
型
は
生
誕
に
あ
る
。

母
と
一
体
だ
っ
た
胎
児
は
こ
の
世
界
に
生
ま

れ
落
ち
る
と
同
時
に
母
か
ら
離
れ
、
母
と
一

対
一
の
関
係
に
入
る
。
そ
れ
が
２
項
対
立
の

基
盤
と
な
る
。 

　
分
離
し
た
母
子
は
そ
れ
ぞ
れ
欠
如
を
抱
え

た
存
在
と
な
る
。
一
体
性
の
喪
失
と
い
う
欠

如
だ
。
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
た
い
と
い
う
願

望
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
欠
け
て
い
る

の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
相
手
だ
か
ら
、
と
も
に
相

手
を
我
が
物
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
対

立
を
生
む
。 

　
も
う
少
し
詳
し
く
言
う
と
、
欠
如
を
埋
め

る
た
め
に
、
相
手
を
我
が
も
の
に
し
た
い
と

い
う
願
望
と
と
も
に
、
相
手
の
も
の
に
な
り

た
い
と
い
う
願
望
が
生
ま
れ
る
。
前
者
は
対

立
を
生
み
、
憎
し
み
に
発
展
す
る
。
後
者
は

融
和
に
向
か
い
、
愛
を
生
む
。
こ
う
し
て
、

母
と
子
と
い
う
２
項
対
立
だ
け
で
な
く
、
愛

と
憎
し
み
と
い
う
２
項
対
立
が
成
立
す
る
。 

　
母
子
が
互
い
に
相
手
を
自
ら
の
欠
如
と
し

て
そ
の
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
、
愛
は
憎
し
み

の
欠
如
と
し
て
、
憎
し
み
は
愛
の
欠
如
と
し

て
成
立
す
る
。
同
様
に
、
善
は
悪
の
欠
如
と

し
て
、
悪
は
善
の
欠
如
と
し
て
、
美
は
醜

の
、
醜
は
美
の
、
真
は
偽
の
、
偽
は
真
の
欠

如
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
欠
如

が
、
一
体
性
へ
の
復
帰
の
願
望
を
生
む
が
、

そ
れ
は
か
な
わ
な
い
こ
と
な
の
で
、
代
わ
り

に
「
中
間
」
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

代
　
生
誕
に
と
も
な
う
母
子
の
一
体
性
の
喪

30失
が
両
者
に
欠
如
を
生
じ
さ
せ
る
、
と
ジ
イ
さ

ん
は
言
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
理
解
で
き
な
い

乳
児
に
愛
も
憎
し
み
も
な
い
だ
ろ
う
。 

年
金
　
子
の
ほ
う
は
言
葉
を
覚
え
る
ま
で
そ

の
欠
如
を
知
ら
な
い
。
欠
如
と
は
無
で
あ
り
、

無
は
否
定
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
の
否
定

を
可
能
に
す
る
の
が
言
葉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

　
人
間
は
言
葉
を
覚
え
る
ま
で
は
、
ま
だ
母

胎
の
楽
園
の
余
韻
の
中
に
い
る
。
母
と
完
全

に
は
分
離
し
て
お
ら
ず
、
一
対
一
の
関
係
に

は
な
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
吉
本
隆
明
の

想
定
す
る
「
対
幻
想
」
は
ま
だ
形
成
の
途
上

に
あ
る
。 

　
否
定
が
言
葉
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の

は
、
言
葉
そ
の
も
の
が
否
定
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
言
葉
は
、
猫
な
ら
猫

と
い
う
対
象
を
「
ネ
コ
」
と
い
う
音
に
よ
っ

て
指
し
示
す
。
そ
の
と
き
現
実
の
猫
は
ネ
コ

に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
。
そ
れ
は
現
実
の
猫

を
無
い
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
、
否
定
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。 

　
現
実
の
領
域
に
は
無
は
存
在
し
な
い
。
そ

れ
は
有
だ
け
で
充
た
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
は

そ
の
現
実
と
は
別
の
次
元
を
切
り
開
く
。
現

実
で
は
な
い
世
界
を
現
出
さ
せ
る
。
そ
れ
は

現
実
を
否
定
す
る
世
界
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
有
」
の
充
実
に
「
否
」
を
唱
え
、

「
無
」
を
導
き
出
す
。 

　
こ
の
「
否
」
、
こ
の
「
無
」
が
幼
児
に
母

と
の
一
体
性
の
喪
失
を
意
識
さ
せ
、
自
ら
の

中
に
欠
如
が
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
こ
の
と

き
初
め
て
母
と
一
対
一
の
関
係
に
入
り
、
対

幻
想
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
生
涯

の
最
初
期
に
経
験
す
る
２
項
対
立
、
す
な
わ

ち
愛
と
憎
し
み
の
対
立
の
基
盤
と
な
る
。 

 

代
　
千
葉
の
言
う
「
中
間
こ
そ
根
源
的

30（
ラ
ジ
カ
ル
）
」
の
「
中
間
」
と
は
例
え
ば

ど
ん
な
こ
と
だ
。 

年
金
　
対
立
す
る
２
項
を
超
え
る
第
３
項
を

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
彼
が
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
国

家
は
そ
の
典
型
だ
。
対
立
す
る
人
と
人
、
集

団
と
集
団
を
調
停
あ
る
い
は
裁
定
、
す
な
わ

ち
脱
構
築
す
る
。
そ
ん
な
国
家
ど
う
し
が
対

立
し
た
と
き
は
、
国
連
や
Ｅ
Ｕ
、
Ｇ
７
と

い
っ
た
国
家
間
シ
ス
テ
ム
が
第
３
項
と
な

り
、
脱
構
築
を
図
る
。 

　
母
と
子
の
間
の
２
項
対
立
を
脱
構
築
す
る

の
は
第
３
項
と
し
て
の
父
で
あ
り
、
そ
の
過

程
を
精
神
分
析
で
は
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
と
呼
ぶ
。
こ
の
場
合
の
父
は
生
物

学
的
な
父
と
は
限
ら
な
い
。
彼
は
母
子
の
間

に
社
会
の
掟
の
体
現
者
と
し
て
割
り
込
み
、

母
子
を
対
立
か
ら
解
放
す
る
。 

　
善
と
悪
、
真
と
偽
、
美
と
醜
と
い
っ
た
概

念
の
２
項
対
立
の
「
中
間
」
、
す
な
わ
ち
第

３
項
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
芸
術
の

世
界
、
と
り
わ
け
文
学
の
世
界
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
善
悪
、
真
偽
、
美

醜
は
同
等
に
扱
わ
れ
、
ど
ち
ら
が
い
い
か
な

ど
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
お
の
ず
と
対
立
は

脱
構
築
さ
れ
る
。

ニュース日記　898 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「中間」がなぜ大事か


