
1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４      　　　　

老い老いに　 

木幡智恵美 
34

一

九
九
九
年
度
の
夕
焼
け
通
信
に
は
、
Ｙ
氏
の
「
当
た
ら
ず
と
も
遠
か
ら
ず
」
の
連
載
が
長
く
続

き
、
Ｋ
・
Ａ
さ
ん
や
Ｔ
・
Ｈ
さ
ん
の
詩
も
度
々
掲
載
さ
れ
た
。
Ｋ
・
Ａ
さ
ん
は
「
世
紀
末
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
、
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
予
言
を
取
り
上
げ
た
詩
も
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
前
年
の

十
一
月
に
松
江
市
プ
ラ
バ
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
平
沢
保
治
氏
の
『
人
生
に
絶
望
は
な
い
❘ハ
ン
セ
ン
病
一
〇
〇

年
の
た
た
か
い
❘』
と
題
し
た
講
演
会
の
講
演
録
が
連
載
さ
れ
、
こ
の
年
の
十
一
月
に
行
わ
れ
た
難
民
緊
急
支

援
横
田
集
会
『
東
テ
ィ
モ
ー
ル
に
自
由
を
！
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
ツ
ア
ー‘

９
９
』
と
題
し
た
ミ
カ
・
バ
レ
ト
氏
の
講

演
録
が
あ
と
に
続
く
。
前
年
か
ら
投
稿
の
あ
っ
た
関
釡
裁
判
❘元
「
従
軍
慰
安
婦
た
ち
の
戦
い
❘の
経
緯
が
Ｔ
・

Ｔ
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
、
「
看
護
・
今
、
む
か
し
」
の
Ｍ
・
Ｎ
さ
ん
も
、
度
々
原
稿
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。 

　
講
演
会
、
上
映
会
、
学
習
会
、
作
陶
展
、
公
開
講
座
、
写
真
展
、
集
会
等
の
案
内
は
、
前
年
以
上
の
多
く
紙

面
を
飾
っ
た
。
そ
れ
は
、
Ｙ
氏
や
編
集
長
が
関
わ
る
人
の
輪
が
広
が
り
、
動
き
が
さ
ら
に
活
発
に
な
っ
た
こ
と

の
表
れ
だ
。 

　
こ
の
年
、
新
た
に
投
稿
く
だ
さ
っ
た
方
々
が
い
る
。
大
阪
の
Ｕ
さ
ん
。
「
オ
ン
リ
ー
・
ワ
ン
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
様
々
な
出
来
事
を
「
大
阪
の
お
ん
な
」
の
目
で
捉
え
、
二
十
五
回
に
わ
た
っ

て
綴
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
益
田
出
身
で
、
岩
手
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
Ｙ
・
Ｙ
さ
ん
か
ら
は
、
「
タ
イ
マ

グ
ラ
便
り
」
が
届
く
。
ア
イ
ヌ
語
で
小
さ
な
流
れ
の
多
い
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
を
持
つ
タ
イ
マ
グ
ラ
と
い
う
地

で
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
「
出
雲
弁
時
評
」
は
、
出
雲
の
Ｋ
・
Ｍ
さ
ん
か
ら
。
方
言
の
話
題
を
面

白
お
か
し
く
書
い
て
下
さ
っ
た
。 

　
そ
し
て
、
「
漫
画
道
楽
記
」
が
連
載
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
夕
焼
け
通
信
の
た
め
に
カ
ッ
ト
を
寄
せ
て
い
た
だ

い
て
い
た
Ｍ
・
Ｉ
さ
ん
。
文
章
も
寄
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
た
く
さ
ん
の
書
き
手
が
夕
焼
け
通
信
に

様
々
な
形
態
で
投
稿
し
て
く
だ
さ
っ
た
が
、
現
在
ま
で
送
り
続
け
て
下
さ
っ
て
い
る
希
少
な
方
だ
。
四
半
世
紀

以
上
夕
焼
け
通
信
と
関
わ
っ
て
き
た
い
わ
ば
同
志
で
あ
る
。
今
で
も
、
Ｍ
・
Ｉ
さ
ん
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
る
と

真
っ
先
に
文
字
を
追
っ
て
し
ま
う
。
時
に
く
す
っ
と
笑
わ
せ
て
く
れ
る
、
読
ん
で
い
る
と
肩
の
力
が
す
っ
と
ぬ

け
て
い
く
魅
力
的
な
文
章
な
の
だ
。 

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
年
の
九
月
十
三
日
は
三
百
号
の
記
念
号
で
、
寄
稿
を
募
っ
て
い
る
記
事
は
目
に
す
る
の
だ

が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
私
の
綴
り
に
三
百
号
は
存
在
し
な
い
の
だ
。
は
て
？
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さ
さ
か
旧
聞
に
属
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ビ

デ
オ
テ
ー
プ
の
『
二
〇
二
五
年
問
題
』
な
る
話
題

が
テ
レ
ビ
や
新
聞
の
記
事
と
し
て
賑
わ
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。 

　
何
の
こ
と
か
と
思
え
ば
、
世
間
を
デ
ジ
タ
ル
が
席
巻
す
る
以

前
の
映
像
記
録
媒
体
で
あ
っ
た
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
が
、
録
画
再
生

デ
ッ
キ
の
製
造
終
了
及
び
修
理
部
品
の
供
給
停
止
や
テ
ー
プ
自

身
の
劣
化
に
よ
っ
て
遅
か
れ
早
か
れ
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

よ
、
と
い
う
話
の
よ
う
で
す
。
そ
の
状
況
が
今
年
辺
り
か
ら
急

速
に
深
刻
化
し
て
い
く
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

　
調
べ
て
み
る
と
、
あ
る
国
際
機
関
が
出
し
た
『
マ
グ
ネ

テ
ィ
ッ
ク
・
テ
ー
プ
・
ア
ラ
ー
ト
』
と
い
う
警
告
が
こ
と
の
発

端
で
、
長
年
に
渡
っ
て
博
物
館
や
教
育
機
関
等
で
広
く
使
用
さ

れ
て
き
た
磁
気
記
録
テ
ー
プ
に
は
貴
重
な
映
像
が
多
く
残
っ
て

い
る
か
ら
、
デ
ッ
キ
や
テ
ー
プ
が
使
用
可
能
な
今
の
う
ち
に
デ

ジ
タ
ル
デ
ー
タ
化
す
る
よ
う
推
進
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。 

　
実
際
、
家
庭
レ
ベ
ル
で
考
え
て
み
て
も
還
暦
以
降
の
年
代
の

方
々
が
若
い
頃
の
動
画
撮
影
は
Ｖ
Ｈ
Ｓ
テ
ー
プ
等
を
使
用
す
る

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
が
主
流
だ
っ
た
の
で
、
家
族
を
撮
っ
た
懐
か
し

い
動
画
や
結
婚
式
の
恥
ず
か
し
い
映
像
が
残
っ
て
い
た
ら
早
め

に
対
応
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
ど
う

や
っ
て
テ
ー
プ
を
デ
ー
タ
化
す
る
の
？
っ
て
話
し
で
す
よ
ね
。 

　
私
が
思
い
つ
く
限
り
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
の
中
身
を
デ
ジ
タ
ル

デ
ー
タ
化
す
る
方
法
は
三
つ
あ
り
ま
す
（
１
）
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ

と
Ｄ
Ｖ
Ｄ
（
ブ
ル
ー
レ
イ
）
レ
コ
ー
ダ
ー
を
Ａ
Ｖ
ケ
ー
ブ
ル
で

繋
い
で
デ
ィ
ス
ク
に
ダ
ビ
ン
グ
す
る
（
２
）
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
と

パ
ソ
コ
ン
を
デ
ジ
タ
ル
変
換
ケ
ー
ブ
ル
で
接
続
し
て
動
画
フ
ァ

イ
ル
と
し
て
保
存
す
る
（
３
）
専
門
業
者
に
出
す
。 

　
最
初
は
（
１
）
の
方
法
を
考
え
た
の
で
す
が
、
少
々
手
間
な

う
え
に
Ｄ
Ｖ
Ｄ
や
ブ
ル
ー
レ
イ
も
そ
の
う
ち
今
回
の
二
〇
二
五

年
問
題
と
同
じ
状
況
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
で

（
２
）
の
ビ
デ
オ
映
像
を
デ
ー
タ
化
し
て
パ
ソ
コ
ン
に
取
り
込

む
こ
と
に
し
ま
し
た
。
方
法
と
し
て
は
、
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で

ビ
デ
オ
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
ケ
ー
ブ
ル
な
る
コ
ー
ド
を
購
入
し
て
ビ

デ
オ
デ
ッ
キ
と
パ
ソ
コ
ン
を
繋
い
で
、
録
画
ソ
フ
ト
を
ネ
ッ
ト

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
使
い
ま
す
。
今
使
っ
て
い
る
ケ
ー
ブ

ル
は
二
千
円
ほ
ど
の
安
価
品
で
す
が
何
の
問
題
も
あ
り
ま
せ

ん
。 

　
た
だ
し
、
ど
っ
ち
に
し
て
も
現
役
稼
動
中
の
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ

が
無
け
れ
ば
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
今
使
っ
て
い
る

デ
ッ
キ
は
二
十
年
以
上
昔
の
ポ
ン
コ
ツ
で
、
一
度
動
か
な
く

な
っ
た
こ
と
が
あ
り
分
解
し
て
み
た
ら
駆
動
ベ
ル
ト
が
切
れ
て

い
た
の
で
太
目
の
輪
ゴ
ム
で
応
急
処
置
が
し
て
あ
る
代
物
で

す
。
私
が
耄
碌
す
る
ま
で
は
元
気
で
い
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。 
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
Ａ
Ｉ
の
進
歩
に
よ
っ
て

30モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
が
自
動
生
産
さ
れ
、
人
間

は
働
か
な
く
て
も
そ
れ
ら
を
手
に
入
れ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
美
徳
と
さ
れ

て
い
た
も
の
は
根
拠
を
失
う
。
そ
の
と
き
、

新
た
な
倫
理
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
を
善
と
し
、
何
を

悪
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
先
週
は
そ
こ

ま
で
で
話
が
終
わ
っ
た
。 

年
金
生
活
者
　
従
来
の
倫
理
は
「
欠
如
」
を

前
提
と
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
「
欠
如
」
は

経
済
的
な
富
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の

「
欠
如
」
、
す
な
わ
ち
心
に
生
じ
る
「
欠
如
」

は
依
然
と
し
て
残
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
未
来
の
倫
理
は
そ
れ
を
前
提
と
し
た

も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

代
　
ど
ん
な
「
欠
如
」
な
ん
だ
。 

30年
金
　
ひ
と
言
で
い
え
ば
、
生
誕
に
と
も
な

う
「
欠
如
」
だ
。
生
誕
と
は
、
そ
れ
ま
で
一

体
だ
っ
た
母
と
の
別
れ
を
意
味
す
る
。
生
ま

れ
落
ち
た
子
は
、
片
割
れ
を
失
っ
た
存
在
で

あ
る
と
同
時
に
、
母
に
そ
の
片
割
れ
を
失
わ

せ
た
存
在
で
も
あ
る
。
「
欠
如
」
を
抱
え
た

存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
欠
如
」
を
与
え

た
存
在
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
子
は
喪
失

感
を
抱
き
、
同
時
に
負
い
目
を
感
じ
る
。
前

者
は
貸
し
の
、
後
者
は
借
り
の
感
情
で
あ

り
、
両
者
は
互
い
を
打
ち
消
し
合
っ
て
収
支

の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
。 

　
そ
れ
を
破
る
の
が
、
母
子
の
生
理
が
強
い

る
授
乳
と
排
泄
の
始
末
だ
。
乳
児
に
と
っ
て

そ
れ
は
自
ら
の
こ
う
む
っ
た
「
欠
如
」
を
埋

め
て
も
ら
う
こ
と
、
貸
し
た
も
の
を
返
し
て

も
ら
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
を
元
か
ら

あ
っ
た
借
り＝

母
に
与
え
た
「
欠
如
」
と
足

し
合
わ
せ
る
と
、
た
ち
ま
ち
債
務
超
過
に
陥

り
、
子
は
そ
れ
を
返
済
し
な
い
で
は
い
ら
れ

な
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る
。
母
に
見
せ
る
愛
ら

し
い
笑
顔
や
寝
顔
は
そ
の
返
済
に
充
て
ら
れ

た
も
の
だ
。 

　
負
い
目
が
人
間
を
贈
与
へ
と
駆
り
立
て

る
。
そ
こ
に
他
者
へ
の
配
慮
と
い
う
倫
理
の

根
源
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
経
済

的
な
「
欠
如
」
が
な
く
な
っ
た
あ
と
も
消
え

る
こ
と
は
な
い
。 

 

代
　
若
い
世
代
の
倫
理
観
の
中
に
未
来
の

30倫
理
の
予
兆
が
う
か
が
え
な
い
か
、
ネ
ッ
ト

上
で
デ
ー
タ
を
探
し
て
も
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
の
で
、
Ａ
Ｉ
（
チ
ャ
ッ
ト
Ｇ
Ｐ
Ｔ
）
に
今

の
若
者
が
ど
ん
な
義
務
を
倫
理
の
最
上
位
に

置
く
傾
向
に
あ
る
か
尋
ね
て
み
た
。
そ
の
答

え
を
要
約
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

（
１
）
感
情
の
上
で
の
「
思
い
や
り
」
以
上

に
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
物
事
を
考
え
る

「
共
感
」
へ
の
努
力
を
重
視
す
る
。 

（
２
）
伝
統
的
な
道
徳
や
慣
習
に
縛
ら
れ
る

こ
と
を
嫌
い
、
「
そ
の
人
が
何
を
選
ぶ
か
」

を
最
大
限
に
尊
重
し
よ
う
と
す
る
。 

（
３
）
「
頑
張
れ
ば
報
わ
れ
る
」
「
自
分
の

こ
と
は
自
分
で
責
任
を
取
る
」
と
い
っ
た
倫

理
よ
り
も
「
社
会
構
造
や
背
景
へ
の
理
解
」

に
重
点
を
置
く
。 

（
４
）
会
話
や
表
現
で
は
「
正
論
」
で
相
手

を
傷
つ
け
る
こ
と
が
最
も
避
け
る
べ
き
非
倫

理
的
行
為
と
考
え
る
。  

（
５
）
総
じ
て
「
関
係
性
の
中
で
の
倫
理
」

に
敏
感
で
、
絶
対
的
な
規
範
よ
り
「
誰
か
と

の
関
係
で
、
今
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
に
重
点

を
置
く
。
従
来
の
「
こ
う
す
る
の
が
正
し
い

か
ら
」
で
は
な
く
、
「
そ
れ
は
誰
か
を
傷
つ

け
な
い
か
」
「
そ
の
人
の
背
景
を
ち
ゃ
ん
と

理
解
し
て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
が
モ
ラ
ル

の
軸
に
な
っ
て
い
る
。 

年
金
　
「
謙
虚
」
「
施
し
」
「
労
り
」
「
忍

耐
」
「
貞
節
」
「
節
制
」
「
勤
勉
」
と
い
っ

た
美
徳
が
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
ど
ん

な
状
況
で
も
、
ど
ん
な
相
手
に
対
し
て
も
守

ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
普
遍
的
な
規
範
と

な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
若
い
世
代
が
重
視

し
て
い
る
の
は
個
別
性
だ
。
普
遍
的
な
規
範

が
捨
象
す
る
細
部
を
掘
り
下
げ
、
背
景
ま
で

考
慮
し
て
相
手
に
向
き
合
お
う
と
す
る
。 

　
こ
の
違
い
を
経
済
に
た
と
え
る
な
ら
、
従

来
の
美
徳
が
交
換
価
値
を
基
準
に
し
て
い
る

の
に
対
し
、
若
い
世
代
の
倫
理
は
使
用
価
値

を
基
準
に
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
比
喩
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
富
の

稀
少
性
の
縮
減
が
交
換
価
値
の
ウ
ェ
ー
ト
を

下
げ
、
使
用
価
値
の
そ
れ
を
上
げ
つ
つ
あ
る

こ
と
が
、
倫
理
の
形
成
に
反
映
し
て
い
る
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

代
　
そ
れ
は
相
対
主
義
で
あ
り
、
確
固
と

30し
た
基
盤
を
持
た
ず
、
絶
え
ず
揺
ら
ぐ
、
頼

り
な
い
倫
理
だ
と
い
う
批
判
も
成
り
立
つ
。 

年
金
　
し
か
し
、
そ
の
基
礎
に
、
先
週
も
話

し
た
吉
本
隆
明
の
「
人
間
の
『
存
在
の
倫

理
』
」
を
据
え
る
な
ら
、
従
来
の
美
徳
に
く

ら
べ
て
よ
り
深
い
普
遍
性
を
獲
得
す
る
可
能

性
が
あ
る
。 

　
た
と
え
ば
従
来
の
美
徳
で
あ
る
「
謙
虚
」

は
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
ど
ん
な
相
手

に
も
腰
を
低
く
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
こ
れ

は
取
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
極
端
な
要
求
だ
。

「
高
慢
」
と
い
う
悪
徳
に
対
置
さ
れ
た
こ
と

か
ら
生
じ
る
極
端
さ
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に

あ
る
の
が
経
済
上
の
「
欠
如
」
だ
。
そ
れ
に

く
ら
べ
る
と
、
若
い
世
代
が
重
視
す
る
「
共

感
」
に
は
そ
の
種
の
極
端
さ
が
な
く
、
代
わ

り
に
繊
細
さ
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
間
の

『
存
在
の
倫
理
』
」
が
前
景
化
し
た
結
果
と

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
人
間
は
こ
の
世
に
存
在
す
る
限
り
、
自
己

に
も
他
者
に
も
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
の

で
、
そ
の
責
任
を
免
れ
な
い
と
い
う
の
が
吉

本
に
よ
る
「
人
間
の
『
存
在
の
倫
理
』
」
の

定
義
だ
。
そ
の
最
初
の
「
影
響
」
が
、
生
誕

に
よ
っ
て
自
己
が
負
っ
た
「
欠
如
」
と
、
母

と
い
う
他
者
に
与
え
た
「
欠
如
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。 

 

代
　
そ
の
責
任
は
ど
う
や
っ
て
果
た
さ
れ

30る
こ
と
に
な
る
ん
だ
。 

年
金
　
「
欠
如
」
を
埋
め
れ
ば
果
た
す
こ
と

が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
は
母
胎
に
帰
っ
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
現

実
に
は
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
、
代
替
行
為

に
よ
っ
て
果
た
す
し
か
な
い
。
相
手
の
立
場

に
立
っ
て
物
事
を
考
え
る
「
共
感
」
や
、
相

手
の
属
性
や
行
動
の
背
景
に
対
す
る
「
理

解
」
は
そ
れ
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
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続・未来の倫理


