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さ
て
、
「
夕
焼
け
通
信
」
と
い
う
週
刊
通
信
が
始
ま
っ
た
一
九
九
三
年
は
、
ど
ん
な
年
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
先
月
、
南
海
ト
ラ
フ
臨
時
情
報
が
気
象
庁
か
ら
出
さ
れ
、
国
民
の
多
く
が
自
粛
モ
ー
ド
に
な
っ

た
。
年
々
大
き
な
地
震
が
起
き
る
頻
度
が
増
し
て
い
る
と
感
じ
る
こ
の
頃
だ
が
、
こ
の
年
は
北
海
道
南

西
沖
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七,

八
の
地
震
が
起
き
、
奥
尻
島
で
は
火
災
と
津
波
に
よ
り
死
者
二
百
二

人
、
行
方
不
明
者
二
十
八
人
と
大
き
な
被
害
が
出
た
。
ゼ
ネ
コ
ン
汚
職
が
次
々
に
発
覚
し
た
の
も
こ
の

年
だ
。
あ
と
は
、
細
川
連
立
内
閣
が
発
足
し
、
浩
宮
皇
太
子
が
小
和
田
雅
子
さ
ん
と
結
婚
し
て
い
る
。 

　
夕
焼
け
通
信
の
記
事
で
は
、
Ａ
さ
ん
が
書
か
れ
た
文
章
の
中
に
、
「
冷
夏
」
と
い
う
文
字
が
あ
り
、

よ
く
よ
く
思
い
出
し
て
み
る
と
、
あ
の
年
は
梅
雨
が
長
く
続
き
日
照
不
足
で
、
平
均
気
温
が
例
年
よ
り

二
〜
三
度
低
く
な
り
、
全
国
的
な
米
不
足
に
陥
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
こ
ろ
、
い
つ
見
て
も
ス
ー

パ
ー
の
米
コ
ー
ナ
ー
が
が
ら
空
き
で
、
米
不
足
と
か
価
格
高
騰
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
端
境

期
に
当
た
る
時
季
の
上
、
外
国
人
観
光
客
が
増
え
た
こ
と
や
地
震
や
台
風
へ
の
備
え
に
よ
る
買
い
占
め

も
原
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
が
、
こ
の
年
の
米
不
足
は
「
平
成
の
米
騒
動
」
と
も
言
わ
れ
る
ほ
ど

深
刻
な
も
の
で
、
政
府
の
要
請
を
受
け
い
ち
早
く
タ
イ
か
ら
米
が
輸
入
さ
れ
た
。
タ
イ
米
は
細
長
く
、

粘
り
気
が
な
く
パ
サ
パ
サ
し
た
米
だ
。
焼
き
飯
に
す
れ
ば
よ
い
け
ど
、
お
む
す
び
に
は
適
さ
な
か
っ
た

覚
え
が
あ
る
。 

　
や
は
り
、
Ａ
さ
ん
の
文
章
か
ら
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
学
校
現
場
が
月
一
回
第
二
土
曜
日
休
み

に
な
っ
た
の
だ
。
今
で
こ
そ
週
休
二
日
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
が
、
三
十
年
前
ま
で
は
土
曜
日
が

半
ド
ン
（
今
や
死
語
。
ド
ン
タ
ク
は
休
日
で
、
半
分
休
み
の
こ
と
）
だ
っ
た
。
一
九
九
二
年
九
月
に
漸

く
学
校
現
場
に
ス
ズ
メ
の
涙
ほ
ど
（
Ａ
さ
ん
の
表
現
に
よ
る
）
休
み
が
で
き
た
。
大
手
企
業
、
銀
行
、

郵
便
局
、
国
、
県
、
市
と
順
々
に
週
休
二
日
と
な
っ
て
い
っ
た
の
に
、
学
校
現
場
は
や
っ
と
月
一
回
。

A

さ
ん
は
、
「
何
故
外
の
公
務
員
が
週
休
二
日
と
い
わ
れ
る
の
に
学
校
だ
け
は
五
日
制
と
言
わ
れ
る
の

だ
ろ
う
か
」
と
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
段
階
的
に
土
曜
休
が
増
え
、
一
九
九
五
年
四
月
か
ら

月
に
二
回
と
な
り
、
二
〇
〇
二
年
四
月
か
ら
完
全
週
五
日
制
と
な
っ
た
。
約
十
年
か
け
て
よ
う
や
く
週

休
二
日
制
と
な
っ
た
わ
け
だ
。
学
校
現
場
は
何
も
か
も
が
遅
れ
て
や
っ
て
く
る
と
は
常
々
感
じ
て
い
た

こ
と
で
は
あ
る
が
。
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出

雲
弁
を
意
識
し
始
め
た
の
は
、
小
学
生
の
時
だ
っ
た
。

祖
父
母
か
ら
親
戚
、
両
親
も
か
な
り
の
使
い
手
だ
っ
た

が
、
ぼ
く
が
飽
か
ず
お
も
し
ろ
く
思
っ
た
の
は
『
出
雲
の
方

言
』
（
漢
東
種
一
郎
著
）
と
い
う
一
冊
の
本
だ
っ
た
。
出
版
年

が
ち
ょ
う
ど
ぼ
く
の
生
ま
れ
年
で
あ
る
。
こ
こ
数
年
、
蔵
書
の

ほ
と
ん
ど
を
処
分
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
は
捨
て
る
気
に
な
れ
な

い
ま
ま
だ
。
一
つ
の
方
言
を
テ
ー
マ
に
意
味
を
解
説
し
、
会
話

形
式
で
用
例
が
挙
げ
て
あ
る
。
音
読
し
て
い
る
と
母
が
ゲ
ラ
ゲ

ラ
笑
う
の
で
、
そ
れ
が
繰
り
返
し
読
む
動
機
づ
け
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
知
識
を
蓄
え
た
。
あ
く
ま
で

知
識
と
し
て
。
だ
か
ら
誰
も
が
当
た
り
前
に
使
う
「
〜
し
ち
ょ

う
（
し
て
い
る
）
」
な
ど
は
意
識
せ
ず
と
も
出
て
く
る
が
、
出

雲
弁
独
自
の
語
彙
や
訛
り
は
通
常
使
っ
て
い
な
い
つ
も
り
で
あ

る
、
自
分
で
は
。 

　
小
学
生
の
こ
ろ
は
ま
だ
子
ど
も
た
ち
の
会
話
の
中
に
出
雲
弁

は
か
な
り
生
き
残
っ
て
い
た
。
例
え
ば
じ
ゃ
ん
け
ん
の
こ
と
を

ぼ
く
ら
は
「
や
っ
き
」
と
言
っ
て
い
た
。
「
じ
ゃ
ん
け
ん
ぽ

ん
」
は
「
や
っ
き
っ
き
」
、
「
じ
ゃ
ん
け
ん
で
決
め
よ
う
」
は

「
や
っ
き
で
決
め
ら
こ
い
」
が
常
用
だ
っ
た
。
し
か
し
、
だ
れ

も
が
テ
レ
ビ
に
夢
中
だ
っ
た
時
代
、
い
つ
の
間
に
か
や
っ
き
は

使
わ
な
く
な
っ
て
い
く
。
ほ
か
の
多
く
の
出
雲
弁
と
と
も
に
。

し
か
し
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
長
ら
く
大
量
に
浴
び
た
お
か
げ

で
し
ゃ
べ
ろ
う
と
思
え
ば
し
ゃ
べ
れ
る
の
だ
。 

　
高
校
生
の
時
、
よ
く
い
っ
し
ょ
に
遊
ん
で
い
た
男
が
あ
る
と

き
、
「
出
雲
弁
保
存
会
み
た
い
な
お
前
の
お
母
さ
ん
が…

」
と

言
う
の
で
は
っ
と
し
た
。
そ
ん
な
ふ
う
に
母
を
見
た
こ
と
が
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ぼ
く
に
と
っ
て
は
母
や
父
の
言
葉
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
出
雲
弁
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
意
識
す
る
こ

と
な
ど
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
や
つ
は
そ
う
言
っ
た
後
、 

「
け
ん
ず
ー
、
け
ん
ず
ー
」 

と
母
が
ぼ
く
を
呼
ぶ
の
を
真
似
て
ケ
ラ
ケ
ラ
と
笑
っ
た
。
気
の

合
う
男
だ
っ
た
の
で
バ
カ
に
さ
れ
た
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
「
ず
ー
」
の
音
は
そ
う
で
は
な
い
、
「
ず
ー
」
と
「
じ
ー
」

の
中
間
の
音
な
の
だ
、
と
発
音
の
ず
れ
の
方
が
気
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
く
だ
ら
な
い
の
で
わ
ざ
わ
ざ
指
摘
も
し
な
か
っ
た

が
、
こ
い
つ
に
は
到
底
発
音
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。 

　
し
ゃ
べ
ろ
う
と
思
え
ば
し
ゃ
べ
れ
る
け
れ
ど
、
日
常
生
活
で

わ
ざ
わ
ざ
出
雲
弁
を
使
っ
て
し
ゃ
べ
る
機
会
な
ど
あ
り
は
し
な

い
。
だ
か
ら
ぼ
く
の
使
う
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
共
通
語
に
な
っ
て

い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
そ
う
で
も
な
い
ら
し
い
。
二
十

年
ほ
ど
前
だ
が
、
木
次
乳
業
の
佐
藤
忠
吉
翁
の
評
伝
を
森
ま
ゆ

み
さ
ん
が
書
か
れ
た
と
き
、
忠
吉
翁
の
出
雲
弁
の
校
正
を
頼
ま

れ
た
。
ま
っ
た
く
の
共
通
語
に
す
る
の
も
味
気
な
い
が
さ
り
と

て
そ
の
ま
ま
で
は
わ
か
り
に
く
い
。
そ
の
調
整
が
主
な
仕
事

だ
っ
た
。
依
頼
者
に
は
、
ぼ
く
の
言
葉
に
出
雲
弁
が
聞
き
取
れ

た
の
だ
っ
た
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
の

30ガ
ザ
で
ポ
リ
オ
の
感
染
が
広
が
り
だ
し
た
今

月
初
め
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
た
め
に
戦
闘
が

一
時
休
止
さ
れ
た
、
と
報
じ
ら
れ
た
（
９
月

２
日
朝
日
新
聞
朝
刊
）
。
戦
争
と
い
う
災
禍

が
感
染
症
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
災
禍
に

よ
っ
て
停
止
す
る
さ
ま
は
、
こ
の
世
界
の
過

酷
な
成
り
立
ち
を
告
げ
て
い
る
よ
う
だ
。 

年
金
生
活
者
　
感
染
症
の
拡
大
が
戦
争
の
ゆ

く
え
を
左
右
し
た
例
と
し
て
、
第
１
次
世
界

大
戦
下
で
の
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」
の
流
行
が

あ
る
。
両
陣
営
と
も
に
兵
士
の
半
数
以
上
が

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
感
染
し
た
た
め
、
戦
争

継
続
が
困
難
に
な
り
、
終
結
が
早
ま
っ
た
と

さ
れ
る
。
ひ
と
つ
の
災
禍
を
止
め
る
に
は
も

う
ひ
と
つ
の
災
禍
が
必
要
だ
と
思
え
て
く
る

ほ
ど
だ
。
同
時
に
、
そ
こ
に
自
然
の
圧
倒
的

な
力
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。 

　
カ
ン
ト
は
自
然
を
「
偉
大
な
技
巧
家
」

「
諸
物
の
巧
み
な
造
り
手
」
と
呼
ん
だ

（
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
宇
都
宮
芳
明

訳
）
。
そ
の
自
然
が
「
戦
争
に
よ
っ
て
、
人

間
を
多
か
れ
少
な
か
れ
法
的
関
係
に
立
ち
入

ら
せ
る
よ
う
に
強
制
し
た
」
と
述
べ
、
「
永

遠
平
和
の
保
証
」
を
与
え
る
の
は
こ
の
「
偉

大
な
技
巧
家
」
だ
と
し
て
い
る
（
同
）
。
ひ

と
つ
の
災
禍
を
も
う
ひ
と
つ
の
災
禍
が
止
め

る
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い
。
戦
争
を
止
め
る

の
は
戦
争
そ
の
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。 

 

代
　
悪
を
止
め
る
の
は
悪
だ
と
。
善
で
は

30悪
を
止
め
ら
れ
な
い
の
か
。 

年
金
　
同
じ
こ
ろ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
、
ガ

ザ
へ
の
攻
撃
を
や
め
な
い
政
府
に
対
し
、
ハ

マ
ス
と
の
停
戦
合
意
を
急
ぐ
よ
う
求
め
る
大

規
模
な
デ
モ
が
各
地
に
広
が
っ
た
、
と
報
じ

ら
れ
た
（
９
月
３
日
朝
日
新
聞
朝
刊
）
。
イ

ス
ラ
エ
ル
側
の
人
質
６
人
が
遺
体
で
発
見
さ

れ
、
早
く
合
意
し
て
い
れ
ば
助
か
っ
た
の

に
、
と
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
政
権
に
怒
り
の
矛
先
が

向
け
ら
れ
た
。 

　
６
人
の
人
質
は
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
発
見
さ

れ
、
軍
到
着
の
直
前
に
ハ
マ
ス
に
殺
害
さ
れ

た
と
み
ら
れ
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る

（
同
）
。
そ
れ
を
知
っ
た
多
く
の
イ
ス
ラ
エ

ル
国
民
は
ハ
マ
ス
に
怒
り
を
募
ら
せ
、
「
や

つ
ら
と
は
も
う
交
渉
で
き
な
い
」
「
必
ず
報

復
す
べ
き
だ
」
と
考
え
た
に
違
い
な
い
。
だ

が
、
停
戦
と
人
質
解
放
を
め
ぐ
る
交
渉
が
停

滞
し
た
ま
ま
進
ま
ず
、
さ
ら
に
人
質
の
命
が

失
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
へ
の
懸
念
の
ほ

う
が
そ
れ
を
上
回
っ
た
。
デ
モ
は
そ
れ
を
示

し
て
い
る
。 

　
ハ
マ
ス
の
し
た
こ
と
、
し
そ
う
な
こ
と
を

糾
弾
し
、
報
い
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
よ
り

も
、
人
質
を
殺
さ
せ
な
い
こ
と
、
そ
の
命
を

救
う
こ
と
を
優
先
す
る
世
論
が
イ
ス
ラ
エ
ル

で
多
数
を
占
め
つ
つ
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
出
来
事
と
言
っ
て
い
い
。
今
世
紀
初
め

に
吉
本
隆
明
が
提
起
し
た
「
人
間
の
『
存
在

の
倫
理
』
」
と
い
う
考
え
に
従
う
な
ら
、
い

ま
イ
ス
ラ
エ
ル
国
民
の
あ
い
だ
に
広
が
り
つ

つ
あ
る
の
は
こ
の
「
倫
理
」
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。 

 

代
　
バ
イ
デ
ン
は
ハ
マ
ス
に
「
犯
罪
の
代

30償
を
払
わ
せ
る
」
と
の
声
明
を
発
表
し
た
と

報
じ
ら
れ
て
い
る
（
同
）
。 

年
金
　
ハ
マ
ス
は
お
の
れ
の
し
た
こ
と
の
報

い
を
受
け
る
べ
き
だ
と
い
う
そ
の
考
え
は
、

吉
本
の
言
い
方
を
ま
ね
て
名
づ
け
れ
ば
、

「
人
間
の
『
機
能
の
倫
理
』
」
と
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
る
。
ハ
マ
ス
の
「
働
き
」
を
糾
弾
す

る
も
の
だ
か
ら
だ
。

　
こ
れ
に
対
し
、
「
人
間
の
『
存
在
の
倫

理
』
」
は
、
人
間
が
何
を
し
た
か
、
何
を
し

得
る
か
と
い
う
「
働
き
」
で
は
な
く
、
人
間

の
存
在
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
を

肯
定
す
る
倫
理
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
攻
撃
」
に
は
「
報
復
」
を
と
、
「
機
能
」

に
対
し
「
機
能
」
で
返
す
考
え
方
は
、
死
の

ル
ー
プ
を
形
成
す
る
。
そ
こ
か
ら
脱
す
る
に

は
、
人
間
の
「
存
在
」
そ
の
も
の
を
倫
理
の

根
底
に
お
く
ほ
か
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
民

が
そ
う
考
え
始
め
て
い
る
兆
候
を
、
戦
闘
開

始
以
来
最
大
規
模
と
い
う
デ
モ
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

代
　
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
は
そ
ん
な
動
き

30は
見
ら
れ
な
い
。 

年
金
　
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
調
査
会
社
「
キ
ー
ウ

国
際
社
会
学
研
究
所
」
が
今
年
５
月
に
実
施

し
た
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
「
で
き
る
だ
け

早
く
和
平
を
達
成
し
独
立
を
維
持
す
る
た
め

領
土
の
一
部
を
放
棄
し
て
も
い
い
」
と
の
回

答
が 

％
あ
り
、
２
月
に
比
べ
る
と
６
ポ
イ

32

ン
ト
増
加
し
た
（
７
月 

日
Ｎ
Ｈ
Ｋ 

Ｎ
Ｅ
Ｗ

24

Ｓ 

Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
。
こ
れ
に
対
し
、
「
い
か
な
る

状
況
で
も
領
土
を
放
棄
す
べ
き
で
な
い
」
と

の
回
答
は 

％
と
、
依
然
と
し
て
過
半
数
を

55

占
め
て
い
る
が
、
２
月
に
比
べ
る
と 

ポ
イ

10

ン
ト
減
少
し
て
い
る
。
今
後
も
「
領
土
の
一

部
を
放
棄
し
て
も
」
が
増
え
、
「
放
棄
す
べ

き
で
な
い
」
が
減
っ
て
行
く
と
予
想
さ
れ
、

こ
の
戦
争
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
領
土
の
一
部
を

放
棄
し
て
終
わ
る
可
能
性
が
最
も
高
い
。 

　
ロ
シ
ア
の
侵
略
行
為
は
い
さ
さ
か
も
正
当

化
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
国
民
の
中
に
「
領
土
の
一
部
を
放
棄
し
て

も
」
と
い
う
考
え
が
少
し
ず
つ
と
は
い
え
増

え
て
い
る
の
は
、
「
正
義
」
よ
り
も
「
人
命
」

を
重
ん
じ
る
世
論
が
徐
々
に
広
が
り
つ
つ
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ハ
マ
ス
と

の
戦
闘
で
「
報
復
」
よ
り
も
「
人
命
」
を
重

視
し
だ
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
世
論
と
相
似
形

を
な
し
て
い
る
。 

　
イ
ス
ラ
エ
ル
側
の
人
質
の
遺
体
が
も
し
戦

闘
の
初
期
の
段
階
で
見
つ
か
っ
て
い
た
ら
、

「
停
戦
」
で
は
な
く
「
報
復
」
を
求
め
る
デ

モ
が
広
が
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。 

　
今
そ
う
な
ら
な
い
の
は
、
吉
本
の
言
う

「
人
間
の
『
存
在
の
倫
理
』
」
が
国
民
の
あ

い
だ
に
広
が
っ
て
き
た
結
果
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
す
る
」
の
土
台
と

な
る
「
あ
る
」
を
重
視
す
る
倫
理
で
あ
り
、

私
た
ち
の
慣
れ
親
し
ん
だ
言
い
方
を
す
る
な

ら
「
命
あ
っ
て
の
物
種
」
に
近
い
だ
ろ
う
。

時
間
が
イ
ス
ラ
エ
ル
国
民
を
そ
こ
に
導
い
た

と
す
れ
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
も
時
間
を
か

け
て
同
様
の
道
を
た
ど
る
可
能
性
が
あ
る
。 
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中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

正義と人命


