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老い老いに　 

木幡智恵美 
12

焼
け
通
信
が
三
年
目
に
入
り
、
百
号
を
突
破
し
た
一
九
九
五
年
の
十
大
ニ
ュ
ー
ス
は
以
下
の

通
り
だ
。
一
位
、
阪
神
淡
路
大
震
災
。
二
位
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事

件
。
三
位
、
金
融
機
関
の
相
次
ぐ
破
綻
。
四
位
、
大
和
銀
行
巨
額
損
失
。
五
位
、
沖
縄
少
女

暴
行
事
件
に
よ
り
基
地
問
題
紛
糾
。
六
位
、
統
一
地
方
選
挙
で
東
京
は
青
島
幸
男
、
大
阪
は
横
山
ノ
ッ
ク

と
い
う
無
党
派
知
事
誕
生
。
七
位
、
景
気
低
迷
に
よ
る
就
職
難
続
く
。
八
位
、
三
菱
銀
行
、
東
京
銀
行
合

併
で
合
意
。
九
位
、
野
茂
英
雄
投
手
、
米
大
リ
ー
グ
で
新
人
王
に
。
十
位
、
二
信
用
組
合
事
件
で
山
口
元

労
相
ら
逮
捕
。 

　
第
百
十
七
号
編
集
後
記
に
、
沖
縄
少
女
暴
行
事
件
に
つ
い
て
、
「
こ
の
種
の
事
件
が
後
を
絶
た
な
い
の

は
、
日
本
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
兵
の
六
十
％
が
集
中
す
る
沖
縄
に
お
い
て
、
い
ま
だ
『
占
領
軍
』
の
意

識
が
根
強
く
、
野
放
図
に
振
舞
え
る
か
ら
だ
。
」
と
の
佐
木
隆
三
氏
の
指
摘
を
あ
げ
て
い
る
。
あ
れ
か
ら

三
十
年
経
っ
た
の
に
、
基
地
問
題
は
解
決
の
見
通
し
が
立
た
ず
、
住
民
は
様
々
な
不
安
を
抱
え
な
が
ら
生

活
し
て
い
る
。 

　
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
が
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ 

を
開
発
し
た
の
も
こ
の
年
だ
。
以
来
パ
ソ
コ
ン
が
ぐ
っ
と
日

95

常
生
活
の
中
に
入
っ
て
来
る
。
当
時
ま
だ
職
員
室
で
パ
ソ
コ
ン
を
使
え
る
者
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ 

が
出
現
し
て
か
ら
は
、
パ
ソ
コ
ン
の
研
修
が
増
え
、
使
用
者
が
広
が
っ
て
い

95

く
。
台
数
も
徐
々
に
増
え
、
早
期
に
辞
め
た
私
に
は
、
い
つ
頃
か
ら
全
員
が
パ
ソ
コ
ン
を
使
う
よ
う
に

な
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
が
、
県
庁
の
嘱
託
職
員
と
し
て
勤
め
始
め
た
十
二
年
前
、
自
分
に
ま
で
一
台

あ
て
が
わ
れ
た
時
は
驚
い
た
も
の
だ
。
今
で
は
孫
が
小
学
校
で
配
布
さ
れ
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
て
写
真

を
撮
っ
た
り
問
題
を
解
い
た
り
、
自
在
に
使
い
こ
な
し
て
い
る
。 

　
そ
の
年
の
夕
焼
け
通
信
の
内
容
も
盛
沢
山
だ
。
隠
岐
へ
渡
っ
た
編
集
長
は
、
釣
り
か
ら
始
ま
り
竹
島
問

題
、
在
日
の
問
題
に
も
踏
み
込
ん
で
い
く
。
Ｒ
さ
ん
は
施
設
で
立
ち
上
げ
た
劇
団
に
ま
つ
わ
る
話
題
が
大

展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
石
見
支
社
で
活
躍
し
て
く
れ
て
い
た
Ｂ
さ
ん
は
中
国
の
大
連
の
日
本

人
学
校
へ
行
か
れ
、
「
大
連
信
」
（
ダ
ー
リ
エ
ン
シ
ン…

大
連
だ
よ
り
）
を
、
さ
ら
に
、
高
知
の
鉄
道
好

きI

さ
ん
か
ら
は
、
「
セ
マ
ウ
ル
号
、
秋
晴
れ
の
韓
国
航
路
」
と
い
う
韓
国
の
鉄
道
旅
行
記
が
投
稿
さ
れ
て

く
る
。
Ｏ
さ
ん
の
「G

EM
S

　O
F

　BRITAIN

」
に
続
き
、
夕
焼
け
通
信
は
国
際
色
も
出
て
来
た
の
だ
。

 1469号(夕焼け通信 創刊1993.4.23)　  　　 2024.11.18　   
〒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

高
住
で
の
稽
古
も
四
か
月
が
過
ぎ
た
。
何
度
も
直

に
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
と
自
ず
と
化
学
変
化
が
起

き
る
も
の
だ
。
入
居
者
の
年
齢
層
は
九
十
歳
前

後
、
子
ど
も
た
ち
と
は
八
十
年
を
隔
て
る
。 

　
ぼ
く
が
物
心
つ
い
た
と
き
に
は
、
曾
祖
父
母
は
父
方
母
方
と

も
に
物
故
し
て
い
た
か
ら
、
幼
い
と
き
に
そ
ん
な
に
年
の
離
れ

た
人
と
接
し
た
経
験
が
な
い
。
ぼ
く
の
子
ど
も
は
祖
母
、
子
ど

も
に
と
っ
て
の
曾
祖
母
に
会
っ
た
と
き
に
押
し
黙
っ
た
ま
ま
身

を
固
く
し
て
い
た
。
祖
母
は
、
「
こ
げ
な
し
わ
く
ち
ゃ
の
生
き

物
な
ん
か
見
た
こ
と
な
い
け
ん
、
こ
わ
か
っ
た
と
こ
だ
」
と

言
っ
た
。
た
ぶ
ん
祖
母
の
見
立
て
は
正
し
か
っ
た
と
思
う
。 

　
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
落
語
教
室
の
子
ど
も
た
ち
も
初
め
そ
う

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
サ
高
住
の
老
人
た
ち
も
小
さ

な
子
ど
も
た
ち
に
ど
う
相
対
し
た
も
の
か
戸
惑
い
が
あ
っ
た
だ

ろ
う
と
思
う
の
だ
。
た
び
た
び
接
し
て
い
な
い
と
異
世
代
も
異

文
化
も
異
性
も
徐
々
に
異
界
に
姿
を
変
え
て
し
ま
う
。 

　
馴
染
む
、
と
い
う
言
葉
は
馴
れ
染
む
か
ら
生
じ
た
と
い
う
。

双
方
の
境
界
が
し
だ
い
に
緩
ん
で
染
み
る
よ
う
に
交
わ
っ
て
い

く
さ
ま
が
思
い
浮
か
ぶ
。
子
ど
も
た
ち
と
老
人
た
ち
と
が
ま
さ

に
そ
れ
だ
。
稽
古
を
終
え
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
稽
古
場
に
借

り
て
い
る
一
室
の
出
口
に
立
ち
、
老
人
た
ち
に
お
礼
を
言
い
な

が
ら
送
る
。
老
人
た
ち
も
声
を
か
け
な
が
ら
子
ど
も
た
ち
の
前

を
ゆ
っ
く
り
と
歩
き
、
ま
た
カ
ー
ト
を
押
し
て
自
室
へ
と
帰
っ

て
い
く
の
だ
が
、
子
ど
も
た
ち
と
老
人
た
ち
と
の
物
理
的
な
距

離
は
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
少
し
ず
つ
縮
ま
っ
て
い
る
。
子
ど

も
た
ち
の
頭
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
老
人
た
ち
の
手
は
、
や
が

て
頬
を
包
み
、
肩
や
背
を
撫
で
さ
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
老
人

た
ち
の
手
の
ひ
ら
の
セ
ン
サ
ー
が
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
を
許
し

て
い
る
の
を
感
じ
取
っ
て
い
る
の
だ
。 

　
ぼ
く
も
子
ど
も
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
入
居
者
に
馴
染
ん
で

い
っ
て
い
る
。
自
分
を
規
制
し
て
い
た
蓋
を
一
枚
一
枚
外
し
て

い
く
よ
う
に
。
稽
古
が
始
ま
る
前
の
、
ま
だ
子
ど
も
た
ち
が
来

て
い
な
い
時
間
か
ら
や
っ
て
く
る
老
人
た
ち
も
い
て
、
よ
く

し
ゃ
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

「
私
ね
、
学
生
時
代
東
京
に
い
た
の
よ
」 

「
う
う
ん
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
前
か
な
。
楽
し
か
っ
た
わ
あ
、

あ
の
こ
ろ
。
寄
席
に
も
ず
い
ぶ
ん
行
っ
た
の
よ
。
ほ
か
に
娯
楽

も
な
か
っ
た
け
ど
、
ほ
ん
と
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
」 

「
あ
あ
、
そ
の
こ
ろ
だ
っ
た
ら
名
人
が
い
っ
ぱ
い
い
た
で
し
ょ

う
か
ら
ね
」 

　
う
ら
や
ま
し
か
っ
た
の
で
正
直
に
そ
う
言
っ
た
。 

「
そ
う
な
の
よ
。
そ
れ
が
言
い
た
か
っ
た
の
よ
。
あ
あ
私
、
こ

ん
な
話
が
し
た
か
っ
た
。
だ
っ
て
す
る
人
い
な
い
も
の
」 

　
こ
う
し
た
時
を
重
ね
る
先
に
、
子
ど
も
た
ち
に
も
心
の
底
を

語
る
人
が
現
れ
、
子
ど
も
た
ち
も
自
身
の
こ
と
を
話
し
た
く
思

う
人
を
見
つ
け
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
る
。

がらがら橋日記　 
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
ト
ラ
ン
プ
の
圧
勝
を
ど

30う
考
え
る
？ 

年
金
生
活
者
　
吉
本
隆
明
を
師
と
し
、
「
吉

本
原
理
主
義
者
」
を
自
称
す
る
者
と
し
て
米

大
統
領
選
を
総
括
す
る
な
ら
、
「
大
衆
の
原

像
」
を
自
ら
に
繰
り
込
む
作
業
を
よ
り
多
く

し
た
候
補
者
が
勝
利
し
た
と
言
え
る
。 

　
「
大
衆
の
原
像
」
と
は
吉
本
が
自
ら
の
思
想

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
概
念
だ
。
ふ
だ
ん
は
天

下
国
家
の
こ
と
と
か
芸
術
や
学
問
の
こ
と
と

か
、
日
常
生
活
か
ら
遠
い
こ
と
に
関
心
を
寄
せ

ず
、
自
分
や
家
族
な
ど
近
し
い
人
の
生
活
の
こ

と
だ
け
を
考
え
て
暮
ら
す
人
間
の
像
を
指
す
。

吉
本
は
こ
の
「
大
衆
の
原
像
」
を
自
ら
に
繰
り

こ
む
こ
と
を
思
想
の
課
題
と
考
え
た
。
そ
れ
は

思
想
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
に
も
当
て
は
ま
る

と
い
う
の
が
私
の
理
解
だ
。 

 

代
　
た
と
え
ば
？ 

30年
金
　
２
０
０
９
年
の
衆
院
選
は
「
大
衆
の

原
像
」
を
繰
り
込
ん
だ
度
合
い
の
差
が
勝
敗

を
分
け
、
自
民
党
か
ら
民
主
党
に
政
権
が

移
っ
た
。
そ
の
差
は
選
挙
ス
ロ
ー
ガ
ン
か
ら

う
か
が
え
る
。 

自
民
党
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
日
本
を
守

る
、
責
任
力
。
」
だ
っ
た
。
当
時
は
リ
ー
マ

ン
シ
ョ
ッ
ク
で
国
民
生
活
が
脅
か
さ
れ
そ
う

な
状
況
だ
っ
た
の
に
、
「
日
本
を
守
る
」
は

そ
の
答
え
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

　
こ
れ
に
対
し
、
民
主
党
は
「
政
権
交
代
。

国
民
の
生
活
が
第
一
。
」
を
掲
げ
た
。
「
日

本
を
守
る
」
な
ど
と
天
下
国
家
の
こ
と
は
論

じ
る
が
、
肝
心
の
国
民
生
活
に
目
を
凝
ら
さ

な
い
自
民
党
は
政
権
の
座
か
ら
降
り
て
も
ら

お
う
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
明
瞭
だ
っ
た
。 

 

代
　
米
大
統
領
選
も
同
様
だ
と
？ 

30年
金
　
ト
ラ
ン
プ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
１
期
目

の
と
き
か
ら
唱
え
て
い
た
「
米
国
第
一
」

だ
。
他
国
に
奪
わ
れ
た
富
を
ア
メ
リ
カ
に
奪

い
返
す
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
イ
ン
フ

レ
に
な
っ
た
現
在
、
そ
れ
に
苦
し
む
国
民
の

心
に
は
４
年
前
よ
り
響
い
た
に
違
い
な
い
。 

　
ハ
リ
ス
が
掲
げ
た
の
は
「
フ
リ
ー
ダ
ム

（
自
由
）
」
だ
っ
た
。
「
ト
ラ
ン
プ
氏
が
在

任
中
、
中
絶
の
規
制
強
化
を
進
め
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
女
性
の
権
利
と
自
由
を
守
る
立
場

を
明
確
に
す
る
た
め
だ
」
（ 

月
６
日
読
売

11

新
聞
オ
ン
ラ
イ
ン
）
と
さ
れ
て
い
る
。
国
民

の
多
く
は
今
の
こ
の
苦
し
い
生
活
を
ど
う
し

て
く
れ
る
ん
だ
と
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

　
妊
娠
中
絶
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
事
態
に
遭

遇
す
る
女
性
は
、
そ
う
で
な
い
女
性
に
く
ら
べ

る
と
は
る
か
に
少
な
い
は
ず
だ
。
そ
の
意
味
で

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
言
っ
て
い
い
。
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ー
が
尊
重
さ
れ
、
多
様
性
が
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
社
会
が
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ー
を
切
り
捨
て
な
く
て
も
済
む
ほ
ど
豊
か

に
な
っ
た
か
ら
だ
。
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
そ
れ

が
あ
と
戻
り
し
か
ね
な
い
状
況
に
な
っ
た
現

在
、
物
価
高
に
苦
し
む
国
民
に
し
て
み
れ
ば
、

今
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
配
慮
す
る
余
裕
が
な

く
な
っ
た
と
い
う
の
が
本
音
だ
ろ
う
。 

 

代
　
ハ
リ
ス
の
敗
北
は
必
然
だ
っ
た
？ 

30年
金
　
ト
ラ
ン
プ
の
返
り
咲
き
は
、
他
国
の

こ
と
を
か
ま
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
覇
権

国
家
の
座
か
ら
降
り
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

現
在
の
ア
メ
リ
カ
を
象
徴
し
て
い
る
。 

　
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
が
最
初
の
覇
権
国
家

と
位
置
づ
け
た
オ
ラ
ン
ダ
が
「
オ
ラ
ン
ダ
海
上

帝
国
」
と
呼
ば
れ
、
次
の
覇
権
国
家
の
イ
ギ
リ

ス
が
「
大
英
帝
国
」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
覇

権
国
家
は
い
ず
れ
も
「
帝
国
」
の
性
格
を
帯
び

て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
も
例
外
で
は
な
い
。

　
帝
国
の
特
徴
は
領
域
内
で
は
諸
地
域
に
権

力
が
分
散
し
、
対
外
的
に
は
従
属
国
や
植
民

地
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
オ
ラ
ン

ダ
海
上
帝
国
は
各
州
が
、
大
英
帝
国
は
自
治

権
を
持
つ
地
方
が
権
力
を
分
有
し
、
他
方
で

世
界
各
地
に
植
民
地
を
持
っ
て
い
た
。
権
力

が
分
散
し
て
い
る
ぶ
ん
中
央
の
権
力
は
絶
対

的
で
は
な
く
、
そ
の
座
り
の
悪
さ
を
補
う

つ
っ
か
え
棒
が
従
属
国
や
植
民
地
の
忠
誠

だ
っ
た
。 

　
ア
メ
リ
カ
「
帝
国
」
も
同
様
で
あ
り
、
各

州
が
強
い
独
立
性
を
持
つ
と
と
も
に
、
世
界

各
地
に
同
盟
国
と
い
う
名
の
従
属
国
を
有

し
、
軍
事
基
地
を
置
い
て
き
た
。
中
国
の
経

済
大
国
化
、
軍
事
大
国
化
は
そ
れ
を
脅
か

し
、
一
時
は
一
極
支
配
と
ま
で
言
わ
れ
た
超

大
国
の
覇
権
を
後
退
さ
せ
た
。 

　
従
属
国
の
忠
誠
度
は
低
下
し
、
そ
の
諸
国

に
支
え
ら
れ
て
い
た
国
内
の
中
央
権
力
、
ア

メ
リ
カ
の
場
合
は
連
邦
政
府
の
権
力
が
弱

ま
っ
た
。
つ
っ
か
え
棒
は
逆
に
重
荷
に
な

り
、
国
内
の
統
合
が
緩
ん
で
、
格
差
の
拡
大

を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
分
断
が
進
ん

だ
。 

 

代
　
ト
ラ
ン
プ
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
か
ら
の
離
脱

30を
ほ
の
め
か
す
な
ど
、
民
主
党
政
権
に
く
ら

べ
る
と
同
盟
国
に
対
し
て
冷
た
い
。
国
内
に

向
け
て
は
不
法
移
民
の
脅
威
を
強
調
し
て
排

外
主
義
的
な
構
え
を
見
せ
て
い
る
。 

年
金
　
そ
の
振
る
舞
い
方
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な

「
帝
国
」
の
地
位
を
捨
て
、
ロ
ー
カ
ル
な
「
主

権
国
家
」＝
「
国
民
国
家
」
へ
と
国
家
の
規

模
を
縮
小
さ
せ
る
も
く
ろ
み
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
国
民
国
家
」
は
等
質
な
国

民
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り
、
「
分
断
」

と
か
「
格
差
」
を
な
く
す
こ
と
を
理
念
と
し

て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
異
質
な
も
の
を
排

除
す
る
傾
向
を
生
む
。
　 

「
帝
国
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
他
の

「
国
民
国
家
」
並
み
に
な
る
こ
と
を
目
指
す

ト
ラ
ン
プ
に
対
し
、
ハ
リ
ス
に
代
表
さ
れ
る

民
主
党
は
今
ま
で
通
り
「
帝
国
」
の
地
位
を

維
持
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
。 

　
域
内
に
諸
勢
力
を
抱
え
る
「
帝
国
」
は

「
多
様
性
」
を
理
念
と
す
る
。
大
統
領
選
で

ハ
リ
ス
と
民
主
党
が
「
多
様
性
」
を
強
調
し

た
の
は
「
帝
国
」
で
あ
り
続
け
る
と
宣
言
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
時
に
ハ
リ
ス
ら
は

同
盟
国
と
の
関
係
の
重
視
を
訴
え
た
。
そ
れ

は
「
帝
国
」
に
つ
き
従
う
従
属
国
を
手
離
さ

な
い
と
い
う
宣
言
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

　
だ
が
、
中
国
の
経
済
大
国
化
、
軍
事
大
国

化
に
と
も
な
う
ア
メ
リ
カ
の
覇
権
の
後
退

は
、
「
帝
国
」
の
維
持
を
い
ず
れ
不
可
能
に

す
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。
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