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こ
ろ
で
、
夕
焼
け
通
信
が
二
年
目
を
迎
え
た
一
九
九
四
年
と
は
ど
ん
な
年
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
前
年
の
八
月
に
発
足
し
た
連
立
政
権
の
細
川
内
閣
は
、
八
か
月
後
の
こ
の
年
四
月

首
相
の
辞
意
表
明
で
羽
田
内
閣
に
バ
ト
ン
を
繋
い
だ
。
そ
の
羽
田
内
閣
も
日
本
社
会
党
の

連
立
離
脱
に
よ
り
わ
ず
か
二
か
月
で
幕
を
下
ろ
し
、
自
社
さ
連
立
政
権
の
も
と
、
村
山
内
閣
へ
と
移
っ

て
い
る
。
向
井
千
秋
さ
ん
が
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
で
宇
宙
に
飛
ん
だ
の
も
こ
の
年
だ
。
痛
ま
し
い
事
故

も
起
き
て
い
る
。
中
華
航
空
機
が
名
古
屋
空
港
で
着
陸
に
失
敗
し
、
二
百
六
十
四
人
が
亡
く
な
っ
た

の
だ
。
海
外
で
は
、
ル
ワ
ン
ダ
で
こ
の
年
四
月
か
ら
百
日
間
に
わ
た
る
大
虐
殺
が
行
わ
れ
て
お
り
、

七
月
に
は
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
金
日
成
が
亡
く
な
っ
た
。 

　
平
成
の
米
騒
動
と
言
わ
れ
米
不
足
に
陥
っ
て
い
た
冷
夏
の
前
年
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
こ
の
年
は

記
録
的
な
猛
暑
と
な
り
、
渇
水
も
史
上
最
悪
と
な
っ
て
い
る
。
今
年
の
夏
は
異
常
な
暑
さ
で
、
連
日

熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
が
発
せ
ら
れ
、
猛
暑
日
や
熱
帯
夜
が
続
い
た
。
八
月
二
十
二
日
に
は
松
江
で

も
三
十
八
点
二
度
、
こ
れ
ま
で
最
高
気
温
に
な
っ
た
か
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
九
四
年

八
月
一
日
に
松
江
で
三
十
八
点
五
度
に
ま
で
上
が
っ
て
い
た
の
だ
。
夕
焼
け
通
信
の
編
集
後
記
か
ら

も
う
か
が
え
る
。
「
梅
雨
入
り
し
た
と
い
う
の
に
雨
が
降
り
ま
せ
ん
。
五
箇
は
米
所
、
水
不
足
が
深
刻

で
す
。
群
を
な
し
て
泳
い
で
い
た
メ
ダ
カ
た
ち
も
ど
こ
へ
や
ら
避
難
し
た
よ
う
で
す
。
」
Ａ
さ
ん
は
、

「
こ
の
夏
は
、
連
日
記
録
的
な
猛
暑
が
続
き
ま
し
た
。
梅
雨
ら
し
い
雨
が
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
り
、

ニ
ュ
ー
ス
は
い
つ
も
全
国
各
地
の
水
不
足
を
伝
え
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
少
雨
猛
暑
の
年
、
私
に
運

悪
く
田
ん
ぼ
の
二
つ
の
水
当
番
が
回
っ
て
き
ま
し
た
。…

（
中
略
）…

今
年
の
よ
う
な
水
飢
饉
に
は

決
ま
っ
て
水
喧
嘩
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。
一
滴
で
も
多
く
自
分
の
田
に
水
を
引
き
た
い
と
思
う
気

持
ち
は
よ
く
分
か
り
ま
す
が
、
極
端
な
や
り
方
に
は
腹
が
立
っ
て
き
ま
す
。
水
が
無
く
、
大
き
く
地
割

れ
し
た
田
を
見
な
が
ら
近
所
の
人
が
諦
め
た
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
し
た
。
『
今
年
は
草
履
履
き
で
稲

刈
り
が
で
き
ま
す
。
』
昨
年
の
長
雨
冷
夏
、
今
年
の
少
雨
猛
暑
。
続
け
て
異
常
気
象
に
悩
ま
さ
れ
ま
し

た
。
さ
て
、
次
に
来
る
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
私
は
大
雪
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
さ
て
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
」
猛
暑
、
水
不
足
の
様
子
が
あ
り
あ
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
年
そ
の
年
の
貴
重

な
記
録
と
し
て
も
、
夕
焼
け
通
信
は
意
味
あ
る
も
の
な
の
か
な
と
読
み
返
し
な
が
ら
思
っ
た
。
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編
出
雲
弁
落
語
を
と
も
か
く
一
つ
こ
し
ら
え
て
、

そ
の
子
に
見
せ
て
み
よ
う
と
考
え
、
共
通
語
テ
キ

ス
ト
の
翻
訳
に
と
り
か
か
っ
た
。
こ
れ
が
自
分
で

や
っ
て
い
て
お
も
し
ろ
く
て
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
あ
ま

た
文
章
を
書
い
て
き
た
が
、
ほ
ぼ
百
パ
ー
セ
ン
ト
無
表
情
か
眉

間
に
皺
を
寄
せ
て
い
る
か
し
て
い
る
。
そ
れ
が
声
を
出
し
て

笑
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
は
明
ら
か
に
、
東
京
か

大
阪
の
人
か
ら
、
松
江
の
、
ぼ
く
が
子
ど
も
の
こ
ろ
そ
こ
ら

じ
ゅ
う
に
い
た
お
っ
つ
ぁ
ん
、
お
ば
さ
ん
に
な
っ
た
。
彼
ら
の

い
る
空
間
さ
え
、
ぼ
く
の
よ
く
知
っ
て
い
る
場
に
変
わ
っ
た
。 

　
落
語
の
も
っ
て
い
る
空
気
感
は
こ
れ
だ
な
と
思
う
。
東
京
落

語
が
描
く
長
屋
と
は
、
そ
の
作
者
あ
る
い
は
演
者
が
生
ま
れ

育
っ
た
と
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
濃
密
な

分
だ
け
、
そ
こ
で
暮
ら
し
て
い
な
い
者
に
は
ハ
ン
デ
ィ
に
な
る

の
だ
。
外
国
文
学
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
か
。
別
に
そ
れ

で
お
も
し
ろ
さ
が
減
じ
る
こ
と
は
な
い
し
、
理
解
し
に
く
い
こ

と
も
な
い
の
だ
が
、
な
じ
み
の
濃
淡
は
、
鏡
胴
を
く
り
く
り
と

回
し
て
ピ
ン
ト
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
出
雲
弁
だ

と
ほ
ぼ
無
条
件
で
合
う
。
お
っ
つ
ぁ
ん
も
お
ば
さ
ん
も
生
き
生

き
と
動
き
出
す
。
こ
れ
に
は
驚
い
た
。 

　
し
か
し
、
そ
れ
は
出
雲
弁
を
浴
び
て
育
っ
た
ぼ
く
の
感
じ
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
そ
れ
を
話
そ
う
と
す
る
子
ど
も

た
ち
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
逆
に
な
る
。 

　
テ
キ
ス
ト
を
渡
し
、
何
度
か
読
み
聞
か
せ
、
あ
と
は
自
分
で

や
っ
て
、
と
い
う
の
が
通
常
の
ぼ
く
の
稽
古
パ
タ
ー
ン
だ
。
わ

が
落
語
教
室
で
は
、
稽
古
と
は
公
演
に
向
け
て
の
練
習
を
意
味

し
、
ど
の
程
度
す
る
か
の
さ
じ
加
減
は
子
ど
も
や
保
護
者
に
委

ね
て
い
る
。
公
演
前
に
「
お
願
い
し
ま
す
」
と
連
絡
が
入
れ

ば
、
子
ど
も
の
話
を
聞
い
て
、
気
の
付
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、

じ
ゃ
あ
本
番
が
ん
ば
っ
て
ね
、
で
終
わ
り
。 

　
し
か
し
、
出
雲
弁
落
語
の
場
合
、
テ
キ
ス
ト
通
り
に
言
え
ば

い
い
か
ら
、
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
。
ア
ク
セ
ン
ト
、
イ
ン

ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
一
つ
一
つ
や
っ
て
み
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
は
実
際
に
難
し
か
っ
た
言
葉
の
一
つ
だ
が
、
自
分
を
指
す

「
お
ら
」
と
い
う
代
名
詞
を
そ
の
子
は
二
拍
目
を
下
げ
て
発
音

す
る
。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
そ
の
方
が
な
じ
み
が
あ
る
。
で
も

そ
れ
だ
と
出
雲
弁
に
は
聞
こ
え
な
い
。
ど
こ
か
別
の
い
な
か
の

人
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
は
二
拍
目
を
上
げ
な
い
と
い
け

な
い
。
指
摘
す
る
と
直
る
。
ぼ
く
は
な
じ
み
の
「
お
ら
」
に
出

合
い
安
心
す
る
。
と
こ
ろ
が
な
じ
み
の
薄
い
そ
の
子
は
、
し
ば

ら
く
す
る
と
ま
た
出
雲
人
で
は
な
い
「
お
ら
」
に
な
っ
て
し
ま

う
の
だ
。 

　
で
も
、
そ
ん
な
小
さ
な
や
り
と
り
が
無
性
に
お
も
し
ろ
か
っ

た
。
苦
労
し
て
何
と
か
完
成
さ
せ
た
そ
の
子
が
全
編
出
雲
弁
落

語
を
こ
の
夏
高
座
に
か
け
た
。
と
っ
て
も
ウ
ケ
た
。
ぼ
く
が
書

い
て
て
ウ
ケ
た
ん
だ
か
ら
、
子
ど
も
が
語
れ
ば
な
お
楽
し
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
石
破
内
閣
発
足
直
後
の

30朝
日
新
聞
の
世
論
調
査
（ 

月
１
、
２
日
実

10

施
）
で
は
、
今
後
も
自
民
党
を
中
心
と
し
た

政
権
が
続
く
の
が
よ
い
か
、
立
憲
を
中
心
と

し
た
政
権
に
代
わ
る
の
が
よ
い
か
と
の
質
問

に
、
「
自
民
中
心
」 
％
、
「
立
憲
中
心
」

48
 

％
だ
っ
た
。
政
権
交
代
の
可
能
性
は
一
時

23期
に
く
ら
べ
て
遠
の
い
た
。 

年
金
生
活
者
　
日
本
の
半
数
以
上
の
有
権
者

は
選
挙
を
「
自
民
党
を
励
ま
す
会
」
み
た
い

に
考
え
て
い
て
、
自
分
た
ち
の
意
に
沿
う
政

治
を
す
れ
ば
「
よ
く
や
っ
た
」
と
大
量
の
票

を
贈
り
、
意
に
反
す
る
こ
と
を
や
れ
ば

「
し
っ
か
り
し
ろ
」
と
票
を
減
ら
し
て
リ
ハ

ビ
リ
の
た
め
の
お
灸
を
す
え
る
。
そ
こ
に
は

選
挙
を
政
権
を
取
り
替
え
る
た
め
の
シ
ス
テ

ム
と
し
て
扱
う
発
想
は
な
い
。 

　
石
破
茂
が
総
裁
に
当
選
後
あ
か
ら
さ
ま
な

変
節
を
見
せ
た
の
も
、
そ
れ
を
よ
く
知
っ
て

い
る
か
ら
だ
。
す
ぐ
は
し
な
い
と
言
っ
て
い

た
衆
院
の
解
散
を
最
短
で
す
る
こ
と
に
し
た

の
も
、
株
価
の
急
落
を
恐
れ
て
金
融
所
得
課

税
の
強
化
や
利
上
げ
に
慎
重
に
な
っ
た
の

も
、
そ
れ
で
鍼
灸
治
療
を
受
け
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
余
命
宣
告
を
受
け
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
と
踏
ん
だ
か
ら
だ
。 

 

代
　
１
９
９
３
年
の
細
川
連
立
政
権
の
成
立

30や
、
２
０
０
９
年
の
民
主
党
政
権
の
成
立
は
、

国
民
が
自
民
党
を
励
ま
す
の
を
や
め
て
、
見
切

り
を
つ
け
た
結
果
で
は
な
い
の
か
。 

年
金
　
そ
れ
ら
は
政
権
の
担
い
手
が
そ
っ
く
り

入
れ
替
わ
る
欧
米
諸
国
の
政
権
交
代
と
は
異
な

り
、
実
態
は
「
疑
似
政
権
交
代
」
だ
っ
た
。 

　
細
川
連
立
政
権
は
自
民
党
に
い
た
小
沢
一

郎
ら
が
党
を
割
っ
て
新
党
を
つ
く
り
成
立
さ

せ
た
し
、
民
主
党
政
権
の
成
立
の
立
役
者
は

や
は
り
小
沢
だ
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ま

で
自
民
党
の
派
閥
間
で
行
わ
れ
て
い
た
「
疑

似
政
権
交
代
」
が
党
の
外
部
に
ま
で
拡
大
し

た
結
果
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

代
　
汚
れ
た
も
の
を
き
れ
い
な
も
の
に
取

30り
替
え
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
も
の
を
き
れ

い
に
洗
っ
て
使
え
ば
い
い
と
い
う
み
そ
ぎ
の

発
想
か
。 

年
金
　
支
配
者
は
「
万
世
一
系
」
で
あ
り
、

交
代
は
代
替
わ
り
以
外
に
あ
り
得
な
い
と
い

う
伝
統
が
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
に
根

を
お
ろ
し
て
い
る
。 

天
皇
制
に
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
が
『
金
枝

篇
』
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
「
王
殺
し
」
に

よ
る
権
力
の
「
交
代
」
が
な
い
。
「
王
殺

し
」
は
老
齢
や
病
気
で
生
命
力
の
衰
え
た
王

が
災
厄
を
招
か
な
い
よ
う
に
殺
害
し
た
未
開

社
会
の
風
習
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
天
皇
の

「
交
代
」
は
殺
害
で
は
な
く
大
嘗
祭
と
い
う

祭
儀
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。 

　
こ
れ
は
天
皇
が
「
王
殺
し
」
の
あ
っ
た
社
会

の
王
に
く
ら
べ
民
衆
に
近
い
位
置
に
あ
り
、
い

わ
ば
民
衆
に
信
頼
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
さ

せ
る
。
こ
の
天
皇
と
民
衆
の
距
離
の
近
さ
は
、

大
和
王
権
の
成
立
の
過
程
に
起
源
が
あ
る
。 

　
吉
本
隆
明
の
考
え
を
借
り
る
な
ら
、
日
本

に
統
一
国
家
を
成
立
さ
せ
た
勢
力
は
、
各
地

の
群
立
国
家
の
神
を
拝
む
代
わ
り
に
、
自
ら

の
神
を
群
立
国
家
に
拝
ま
せ
る
と
い
う
「
交

換
」
に
よ
っ
て
支
配
を
広
げ
て
い
っ
た

（
「
敗
北
の
構
造
」
）
。
群
立
国
家
の
支
配

者
と
民
衆
に
と
っ
て
、
格
上
の
勢
力
に
自
分

た
ち
の
神
を
拝
ん
で
も
ら
え
ば
、
自
ら
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
よ
り
強
固
に
な
る
。

そ
れ
を
や
っ
て
く
れ
る
天
皇
を
「
殺
害
」
す

る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。

　
西
欧
で
誕
生
し
た
近
代
の
民
主
主
義
は
政

権
交
代
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
王
殺
し
」
を
無
血
化
し
た
制
度
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
「
王
殺
し
」
の
な
い
天

皇
制
は
そ
れ
に
な
じ
ま
な
い
。 

 

代
　
戦
後
、
天
皇
は
象
徴
に
な
り
、
政
治

30を
動
か
す
ほ
ど
の
威
力
は
失
っ
た
は
ず
だ
。 

年
金
　
象
徴
天
皇
制
は
国
民
の
手
に
よ
る
政

権
交
代
、
無
血
の
「
王
殺
し
」
を
全
面
的
に

は
認
め
て
い
な
い
。
日
本
国
憲
法
に
天
皇
の

国
事
行
為
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
の
任
命
が

定
め
ら
れ
て
い
る
の
が
そ
の
証
左
だ
。
そ
れ

は
江
戸
時
代
よ
り
前
の
時
代
に
天
皇
が
征
夷

大
将
軍
を
任
命
し
て
き
た
歴
史
の
名
残
り
に

ほ
か
な
ら
な
い
。 

　
総
理
大
臣
の
任
命
は
選
挙
と
そ
れ
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
国
会
の
指
名
に
も
と
づ
い
て

い
る
か
ら
、
将
軍
と
は
違
う
と
い
う
異
議
が

出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
徳
川
将

軍
も
幕
府
が
「
指
名
」
し
た
の
を
天
皇
が
追

認
し
て
い
た
点
で
は
変
わ
り
な
い
。 

 

代
　
天
皇
制
が
政
権
交
代
を
阻
む
力
と

30な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
排
除
す
る

に
は
天
皇
制
を
終
わ
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
圧
倒
的
多
数
の
国
民
が
象
徴
天
皇
制
を

支
持
し
て
い
る
現
在
、
そ
れ
は
不
可
能
な
こ

と
だ
。 

年
金
　
天
皇
制
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
天
皇
自
身
し
か
い
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
先
の
大
戦
を
終
わ
ら
せ
た
の
は
政
府
で

も
国
民
で
も
な
く
、
天
皇
だ
っ
た
。
戦
争
末

期
に
国
民
の
多
く
は
「
戦
争
は
も
う
嫌
だ
」

と
感
じ
て
い
た
は
ず
だ
。
で
な
い
と
、
ア
メ

リ
カ
の
押
し
つ
け
た
平
和
憲
法
を
す
ん
な
り

受
け
入
れ
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
ほ
ど
嫌
な
戦
争
な
の
に
、
国
民
は
自
ら

の
決
断
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。 

 

代
　
天
皇
や
皇
族
が
天
皇
制
を
終
わ
ら
せ

30る
こ
と
な
ど
考
え
る
は
ず
が
な
い
だ
ろ
う
。 

年
金
　
明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、

い
つ
か
終
わ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
な
か

ば
無
意
識
の
予
感
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

天
皇
の
後
継
者
不
足
を
な
ん
と
か
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
危
機
感
は
天
皇
か
ら
も

そ
の
一
族
か
ら
も
伝
わ
っ
て
こ
な
い
か
ら

だ
。
与
野
党
は
「
安
定
的
な
皇
位
継
承
」
の

た
め
に
「
立
法
府
の
総
意
」
を
と
り
ま
と
め

よ
う
と
し
な
が
ら
、
で
き
な
い
ま
ま
で
い

る
。
国
民
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
な
い
。 

　
こ
の
ま
ま
推
移
す
れ
ば
、
い
つ
か
皇
統
は

断
絶
し
、
天
皇
制
は
自
然
消
滅
す
る
可
能
性

が
あ
る
。
そ
の
と
き
日
本
国
民
は
、
自
己
決

定
を
絶
え
ず
迫
ら
れ
る
、
い
わ
ば
吹
き
っ
さ

ら
し
の
な
か
に
立
た
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
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