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生家の行く末⑧

　
元
日
か
ら
仕
事
だ
と
い
う
長
男
が
、
年
末
に
自
家
用
車
で
九
時
間
か
け
て
御
殿
場
か
ら
帰
っ

て
来
た
。
短
い
滞
在
の
間
、
あ
れ
こ
れ
聞
い
た
中
で
、
学
生
時
代
の
サ
ー
ク
ル
仲
間
と
や
っ
て

い
る
妙
な
年
越
し
行
事
に
つ
い
て
、
「
今
年
は
し
な
か
っ
た
ん
だ
ね
」
と
尋
ね
た
。
「
も
う
や
っ

た
よ
。
今
年
は
タ
コ
焼
き
」
と
の
こ
と
。
サ
ー
ク
ル
仲
間
の
誰
か
の
家
に
集
ま
り
、
毎
年
何
か

し
ら
の
食
べ
物
を
煩
悩
の
数
で
あ
る
百
八
つ
皆
で
平
ら
げ
て
年
越
し
す
る
の
だ
。
「
タ
コ
焼
き

百
八
個
じ
ゃ
な
い
よ
、
百
八
舟
だ
よ
。
無
理
だ
っ
た
わ
」
。
ミ
カ
ン
に
豆
腐
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー

な
ど
、
毎
年
品
を
替
え
て
や
っ
て
い
る
。
あ
る
年
は
、
仲
間
の
実
家
の
風
呂
を
き
れ
い
に
洗

い
、
そ
こ
で
フ
ル
ー
チ
ェ
を
百
八
箱
分
作
っ
て
食
べ
た
と
の
こ
と
。
今
年
で
十
八
回
だ
と
い
う

が
、
い
い
年
に
な
っ
た
者
た
ち
、
い
つ
ま
で
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。 

　
十
年
以
上
前
に
な
る
と
思
う
が
、
そ
の
行
事
を
す
る
の
に
、
「
出
雲
の
家
に
集
ま
っ
て
い

い
？
」
と
長
男
が
連
絡
し
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
大
騒
ぎ
し
て
近
所
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ

う
に
す
れ
ば
い
い
よ
」
と
返
事
し
て
、
布
団
を
揃
え
た
り
、
グ
ラ
ス
を
洗
っ
た
り
、
出
雲
市
駅

ま
で
車
で
ピ
ス
ト
ン
送
迎
を
す
る
計
画
を
立
て
た
り
し
て
そ
の
日
を
待
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
土

壇
場
に
な
っ
て
仲
間
の
う
ち
二
人
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
り
、
計
画
は
没
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。 

　
空
き
家
で
も
、
そ
こ
に
建
っ
て
い
れ
ば
、
あ
れ
こ
れ
利
用
価
値
は
あ
る
。
近
所
の
家
の
リ

フ
ォ
ー
ム
の
際
、
家
具
を
置
か
せ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
こ
と
も
あ
る
し
、
孫
た
ち
を
海
に
連
れ

て
行
く
際
は
海
の
家
に
も
な
る
。
た
だ
、
心
配
な
の
は
、
私
た
ち
が
こ
の
世
か
ら
消
え
た
後
の

こ
と
。
子
ど
も
た
ち
に
面
倒
を
か
け
た
く
は
な
い
。
だ
か
ら
、
元
気
で
い
る
う
ち
に
何
と
か
し

な
く
て
は
と
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
る
の
だ
が…

。 

　
今
年
も
、
年
末
に
掃
除
を
し
、
鏡
餅
を
供
え
た
。
ま
だ
畑
仕
事
を
し
て
い
る
う
ち
は
、
ど
う

し
て
も
こ
の
家
が
必
要
だ
。
少
し
ず
つ
耕
作
面
積
を
狭
め
、
機
械
を
使
っ
て
の
耕
作
は
辞
め

た
。
今
の
と
こ
ろ
、
畑
仕
事
を
辞
め
る
時
が
潮
時
だ
と
考
え
て
い
る
。
農
作
業
を
す
る
の
に
身

体
が
思
う
よ
う
に
動
か
な
く
な
っ
た
ら
、
畑
仕
事
は
終
わ
り
に
し
、
生
家
の
後
始
末
に
か
か
ろ

う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
時
が
来
る
ま
で
、
家
の
維
持
は
続
け
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。 
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々
テ
レ
ビ
の
視
聴
時
間
が
減
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

れ
で
も
長
い
こ
と
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
な
ぜ
か

見
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
気
が
し
て
、
そ
の
時
間
だ
け
は
リ

モ
コ
ン
の
ボ
タ
ン
を
押
す
こ
と
が
習
慣
化
し
て
い
た
。
で
も
、

そ
れ
も
途
絶
え
た
。
世
界
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
見
て
お
か

な
い
と
い
け
な
い
、
悲
惨
だ
か
ら
と
避
け
て
は
い
け
な
い
、
と

何
が
あ
っ
て
も
見
て
い
た
の
に
、
精
神
に
変
調
を
来
し
そ
う
で

耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
種
の
耐
性
が
衰
え
た

ら
し
い
。
た
だ
、
代
わ
り
に
新
聞
を
以
前
よ
り
も
よ
く
読
む
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
情
報
量
に
変
化
は
な
い
。
新
聞
を
自
分
の

ペ
ー
ス
で
読
む
方
が
情
報
収
集
の
方
法
と
し
て
う
ん
と
負
担
が

少
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。 

　
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
も
、
つ
い
て
い
れ
ば
見
な
い
で
は
な
い
の

だ
が
、
ち
ょ
っ
と
で
も
あ
ざ
と
さ
を
感
じ
る
と
そ
そ
く
さ
と
テ

レ
ビ
の
前
か
ら
退
散
す
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
テ
レ
ビ
の
そ
れ

は
増
す
一
方
の
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
も
、
ぼ
く
の
方
が
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
。 

　
昨
秋
だ
っ
た
か
、
高
尾
小
学
校
の
こ
ど
も
落
語
が
民
放
の
バ

ラ
エ
テ
ィ
番
組
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
全
国
放
送
の
長
寿
番
組

で
、
ず
っ
と
以
前
に
何
度
か
見
た
こ
と
が
あ
る
。
学
校
か
ら
連

絡
を
も
ら
っ
て
ワ
ク
ワ
ク
し
て
見
た
。
こ
う
い
う
場
合
は
あ
ざ

と
さ
に
対
す
る
不
寛
容
も
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
う
。
子
ど
も
た

ち
、
学
校
職
員
、
地
域
の
人
々
、
み
ん
な
誇
ら
し
い
気
持
ち
で

見
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。 

　
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
撮
影
時
の
様
子
を
伝
え
聞
い
た
。
ず

い
ぶ
ん
長
時
間
の
取
材
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
う
ち
撮
影
ク

ル
ー
が
子
ど
も
た
ち
に
あ
れ
こ
れ
と
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
細
か
い
こ
と
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ポ
ー
ズ
と
か
言
い

回
し
と
か
に
注
文
を
付
け
た
ら
し
い
。
よ
り
番
組
を
盛
り
上
げ

る
た
め
に
、
と
い
う
思
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
は
そ
れ
が
苦
痛
だ
っ
た
。
べ
そ
を
か
く
低
学
年
の
子

も
い
た
よ
う
だ
。
た
ま
り
か
ね
た
高
学
年
の
子
が
ク
ル
ー
た
ち

に
き
っ
ぱ
り
と
言
っ
た
。
「
ぼ
く
た
ち
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
言

わ
れ
た
く
も
な
い
し
、
し
た
く
も
な
い
。
」 

　
こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
の
取
材
を
受
け
て
き
て
い
る
の
で
、
高

学
年
と
も
な
れ
ば
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
と
接
し
て
い
る
か

ら
、
人
を
見
る
目
も
育
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
を
教
え
て
く
れ

た
人
の
言
葉
が
と
て
も
よ
か
っ
た
。
「
私
た
ち
は
こ
う
い
う
こ

ど
も
を
育
て
る
た
め
に
落
語
を
し
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い

ね
。
」
許
容
範
囲
を
超
え
た
あ
ざ
と
さ
に
は
っ
き
り
と
否
を
伝

え
た
子
が
い
た
こ
と
を
、
そ
の
番
組
で
は
一
切
触
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
は
は
た
し
て
当
た
り
前
だ
ろ
う
か
。

がらがら橋日記　 
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
台
湾
の
総
統
選
が
終

30わ
っ
た
。
世
界
が
注
目
し
た
選
挙
だ
っ
た
。 

年
金
生
活
者
　
台
湾
は
そ
の
権
力
の
あ
り
方

か
ら
す
れ
ば
、
れ
っ
き
と
し
た
国
家
だ
が
、

世
界
の
大
多
数
の
国
々
は
国
家
と
認
め
て
い

な
い
。
「
ひ
と
つ
の
中
国
」
を
掲
げ
る
中
国

が
台
湾
を
自
国
の
一
部
と
主
張
し
、
統
一
を

目
指
し
て
い
る
か
ら
だ
。
国
家
で
あ
り
な
が

ら
国
家
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
の
特
異
な
状
態

に
対
し
て
、
台
湾
人
の
多
く
が
望
ん
で
い
る

の
は
「
独
立
」
で
も
「
統
一
」
で
も
な
く
、

「
現
状
維
持
」
と
み
ら
れ
て
い
る
。 

　
中
国
と
い
う
巨
大
な
「
帝
国
」
に
飲
み
込

ま
れ
る
の
で
も
な
く
、
逆
に
国
民
国
家
と
し

て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
傾
斜
す
る
の
で
も

な
い
、
そ
の
独
特
の
民
意
は
台
湾
を
各
国
に

く
ら
べ
て
よ
り
開
か
れ
た
国
家
に
す
る
作
用

を
し
て
い
る
と
思
え
る
。
ア
ジ
ア
で
初
め
て

同
性
婚
を
法
制
化
し
た
の
も
そ
の
あ
ら
わ
れ

と
言
っ
て
い
い
。 

　
中
台
間
の
サ
ー
ビ
ス
貿
易
協
定
に
反
対
し

て
学
生
ら
が
立
法
院
を
占
拠
し
た
２
０
１
４

年
の
「
ひ
ま
わ
り
学
生
運
動
」
も
、
国
家
が

開
か
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
だ
。
３
週
間
以

上
に
お
よ
ぶ
議
会
の
占
拠
を
通
常
の
国
家
権

力
が
許
す
は
ず
が
な
い
か
ら
だ
。 

 

代
　
姚
人
多
と
い
う
、
台
湾
の
現
総
統
の

30元
最
側
近
が
去
年
暮
れ
の
朝
日
新
聞
で
「
台

湾
人
は
変
化
を
恐
れ
ま
せ
ん
」
と
語
っ
て
い

た
（ 

月 

日
朝
刊
）
。
「
過
去
に
は
オ
ラ

12

20

ン
ダ
、
日
本
、
中
国
な
ど
の
外
来
政
権
が
台

湾
を
支
配
し
、
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。
私
た

ち
は
、
政
治
に
何
度
も
だ
ま
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
だ
か
ら
、
政
権
に
早
く
成
果
を
出
さ
せ

な
い
と
、
明
日
に
は
権
力
者
が
台
湾
か
ら
い

な
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る

習
慣
が
つ
い
て
い
る
の
で
す
」 

年
金
　
「
政
権
に
早
く
成
果
を
出
さ
せ
な
い

と
」
と
い
う
言
い
方
は
、
台
湾
人
が
権
力
と

い
う
も
の
を
黙
っ
て
従
う
対
象
で
は
な
く
、

「
成
果
」
を
手
に
す
る
た
め
に
利
用
す
る
対

象
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

「
明
日
に
は
権
力
者
が
台
湾
か
ら
い
な
く

な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
習

慣
」
は
、
権
力
者
と
い
う
の
は
「
万
世
一

系
」
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
い
な
く
な
る

し
、
い
つ
で
も
交
代
し
得
る
も
の
だ
と
考
え

る
習
慣
で
も
あ
る
。 

　
そ
う
し
た
権
力
観
は
民
主
主
義
の
と
ら
え

方
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
選
挙
は
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
行
わ
れ
て
い
る
の
に
、
政
権
交
代
は

め
っ
た
に
な
い
日
本
と
は
対
照
的
に
、
台
湾

で
は
１
９
９
６
年
に
初
め
て
直
接
投
票
で
総

統
が
選
ば
れ
て
か
ら 

年
の
間
に
３
度
の
政

20

権
交
代
が
あ
っ
た
。 

　
国
民
党
の
独
裁
が
続
い
て
い
た
台
湾
が
民

主
化
さ
れ
た
の
も
、
日
本
の
よ
う
に
ア
メ
リ

カ
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
結
果
で
は
な
く
、
台

湾
人
が
勝
ち
取
っ
た
も
の
だ
。
つ
ま
り
自
力

で
権
力
者
を
交
代
さ
せ
た
。
民
主
主
義
を
政

権
交
代
の
た
め
の
装
置
と
と
ら
え
る
意
識
は

最
初
か
ら
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。 

　
国
民
に
対
し
て
国
家
を
開
い
て
い
こ
う
と

す
る
台
湾
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
国
家
を
閉

じ
続
け
る
中
国
か
ら
は
国
家
の
解
体
に
見
え

る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
大
陸
全
土
に
及
ぶ

こ
と
を
恐
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。 

年
96

の
総
統
選
に
圧
力
を
か
け
る
た
め
に
中
国
が

行
っ
た
軍
事
演
習
は
そ
の
恐
怖
心
の
表
出
で

も
あ
っ
た
。 

 

代
　
暮
れ
の
朝
日
新
聞
は
「
中
華
民
族
の

30偉
大
な
復
興
を
政
権
の
『
歴
史
的
使
命
』
と

言
い
切
り
、
そ
の
欠
か
せ
ぬ
ピ
ー
ス
と
し
て

中
台
統
一
に
こ
だ
わ
る
習
」
と
習
近
平
の
執

念
を
伝
え
て
い
た
（ 

月 

日
朝
刊
）
。 

12

27

年
金
　
習
が
し
き
り
に
「
中
華
民
族
」
を
強

調
す
る
の
は
、
中
国
を
均
質
な
国
民
で
構
成

さ
れ
る
近
代
的
な
「
主
権
国
家
」
と
位
置
づ

け
た
が
っ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
現
実
の
中
国
は
均
質
な
国

民
で
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
大

多
数
を
占
め
る
漢
族
の
ほ
か
に
い
く
つ
も
の

少
数
民
族
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
統
治
の
仕

方
は
、
国
家
が
権
力
を
独
占
す
る
の
で
は
な

く
、
地
方
政
府
が
権
力
を
分
け
持
つ
な
ど
、

前
近
代
的
な
「
帝
国
」
の
伝
統
を
残
し
て
い

る
。 

　
「
主
権
国
家
」
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
傾

斜
し
が
ち
な
の
に
対
し
、
「
帝
国
」
は
グ

ロ
ー
バ
ル
な
振
る
舞
い
方
を
す
る
。
周
辺
国

を
臣
下
と
み
な
す
中
国
の
古
代
以
来
の
冊
封

体
制
は
一
種
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
だ
。
そ
の

伝
統
が
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と

共
振
し
、
外
資
の
導
入
に
よ
る
資
本
主
義
の

発
展
を
あ
と
押
し
し
た
。 

　
世
界
の
建
前
は
国
家
間
に
上
下
を
設
け
る

「
帝
国
」
を
認
め
な
い
。
国
家
間
の
対
等
を

前
提
に
し
た
「
主
権
国
家
」
こ
そ
正
し
い
あ

り
方
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
領
土
の
線
引
き

の
あ
い
ま
い
な
冊
封
体
制
と
は
異
な
り
、
国

境
線
を
厳
格
に
定
め
よ
う
と
す
る
。
そ
ん
な

「
主
権
国
家
」
の
列
強
に
「
帝
国
」
の
清
が

領
土
の
あ
ち
こ
ち
を
む
し
り
取
ら
れ
半
植
民

地
化
さ
れ
た
歴
史
は
、
中
国
に
「
帝
国
」
か

ら
「
主
権
国
家
」
へ
の
脱
皮
を
目
指
す
こ
と

を
強
い
た
。
そ
れ
が
孫
文
ら
に
よ
る
辛
亥
革

命
に
つ
な
が
り
、
現
在
の
共
産
党
政
権
に
も

受
け
継
が
れ
て
い
る
。 

　
「
帝
国
」
と
「
主
権
国
家
」
、
グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
相
反

す
る
ベ
ク
ト
ル
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
に
現
在

の
中
国
は
あ
る
。
そ
の
渦
が
押
し
寄
せ
る
台

湾
は
、
対
立
す
る
ベ
ク
ト
ル
の
ど
ち
ら
に
も

偏
ら
な
い
未
来
に
向
か
う
可
能
性
を
は
ら
ん

で
い
る
。 

 

代
　
台
湾
と
国
交
の
あ
る
国
は 

カ
国
に

30

13

と
ど
ま
る
の
に
、
国
交
の
な
い 

カ
国
に
窓

60

口
機
関
が
設
け
ら
れ
、
大
使
館
と
同
様
の
査

証
業
務
な
ど
を
し
て
い
る
、
と
ウ
ィ
キ
ペ

デ
ィ
ア
に
あ
る
。 

年
金
　
自
国
を
国
家
と
し
て
承
認
し
て
く
れ

な
い
多
く
の
国
を
相
手
に
友
好
関
係
を
結
ぶ

の
は
「
主
権
国
家
」
の
常
識
か
ら
は
逸
脱
し

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
台
湾
は
近
代
国
家

を
超
え
る
一
面
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
国

家
を
国
民
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
他
の

国
家
に
対
し
て
開
く
作
用
を
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ニュース日記　906 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

台湾の新しさ


