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焼
け
通
信
一
年
目
に
何
ら
か
の
形
で
文
章
を
載
せ
た
の
は
六
名
、
二
年
目
は
十
一
名
。

三
年
目
は
百
号
記
念
に
寄
稿
い
た
だ
い
た
方
を
除
い
て
十
二
名
の
文
章
が
掲
載
さ
れ

た
。
前
号
で
は
国
際
色
も
出
て
来
た
と
書
い
た
が
、
こ
の
十
二
名
の
中
に
は
、
彫
刻

家
、
陶
芸
家
も
含
ま
れ
て
い
る
。
「
羅
漢
を
彫
る
」
を
連
載
さ
れ
た
大
田
出
身
の
彫
刻
家
。
そ
の
方

は
、
円
空
上
人
、
木
喰
上
人
に
心
酔
し
、
上
人
た
ち
が
造
仏
し
た
北
海
道
の
地
に
ご
自
身
移
り
住
ん

で
活
動
し
て
お
ら
れ
る
。
編
集
長
の
依
頼
を
受
け
、
夕
焼
け
通
信
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
考
案
し
て
下

さ
っ
た
。
「
窯
場
随
想
」
を
書
か
れ
た
方
は
九
州
出
身
で
、
大
田
で
窯
を
開
い
て
お
ら
れ
る
陶
芸

家
。
奥
さ
ん
と
二
人
で
大
田
の
山
間
の
地
に
窯
を
築
か
れ
た
。
そ
の
当
時
幾
度
か
お
邪
魔
し
た
こ
と

が
あ
る
。
一
軒
家
で
周
り
に
は
畑
や
果
樹
園
が
あ
り
、
出
さ
れ
た
器
は
す
べ
て
手
作
り
。
何
と
心
豊

か
な
暮
ら
し
の
空
間
だ
ろ
う
と
羨
ま
し
く
思
っ
た
も
の
だ
。 

　
国
際
色
も
、
芸
術
色
も
出
て
来
た
三
年
目
の
夕
焼
け
通
信
に
私
は
何
を
書
い
た
か
と
い
う
と
、
ま

ず
は
「
続
ギ
イ
チ
君
の
虫
遍
歴
」
。
春
か
ら
秋
に
か
け
て
は
虫
、
冬
に
な
る
と
毎
年
変
わ
る
マ
イ

ブ
ー
ム
に
の
め
り
込
む
ギ
イ
チ
君
の
尽
き
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
綴
っ
た
。
途
中
、
二
人
の
息
子
を
連

れ
、
障
が
い
者
と
交
流
を
図
る
船
旅
に
参
加
し
た
体
験
を
書
い
た
「
ひ
ま
わ
り
号
隠
岐
へ
行
く
」
を

挟
み
、
「
絵
本
を
読
む
」
を
連
載
し
た
。
担
任
し
た
子
ど
も
た
ち
や
我
が
子
に
読
み
聞
か
せ
て
や
っ

て
喜
ん
だ
も
の
な
ど
が
主
だ
。
そ
こ
に
、
夕
焼
け
通
信
を
秋
鹿
で
広
め
て
下
さ
っ
た
公
民
館
の
職
員

さ
ん
に
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
の
も
い
く
つ
か
登
場
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
絵
本
は
す
ぐ

に
手
に
入
れ
我
が
子
に
も
読
ん
で
聞
か
せ
た
。 

　
我
が
子
三
人
と
も
赤
ち
ゃ
ん
の
頃
に
喜
ん
だ
の
が
「
い
な
い
い
な
い
ば
あ
」
「
く
だ
も
の
」
だ
。

長
女
と
の
思
い
出
の
絵
本
は
と
い
う
と
、
「
ぞ
う
の
た
ま
ご
の
た
ま
ご
や
き
」
。
作
中
の
詩
に
勝
手

に
曲
を
つ
け
、
お
腹
の
中
に
長
男
を
抱
え
な
が
ら
二
人
手
を
繋
い
で
歌
い
な
が
ら
保
育
所
を
行
き
帰

り
し
た
。
長
男
は
、
「
き
か
ん
し
ゃ
や
え
も
ん
」
。
ま
だ
字
が
読
め
な
い
の
に
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
り

な
が
ら
得
意
げ
な
顔
を
し
て
大
き
な
声
で
諳
ん
じ
て
い
た
。
二
男
は
「
エ
ル
マ
ー
の
冒
険
」
三
巻
を

何
度
繰
り
返
し
て
読
ま
さ
れ
た
こ
と
か
。
近
年
、
「
絵
本
を
読
む
」
で
紹
介
し
た
作
家
た
ち
が
亡
く

な
っ
た
と
い
う
記
事
を
新
聞
で
見
る
に
つ
け
、
心
の
中
に
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
穴
が
空
い
て
い
く
。
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に
一
回
の
座
禅
会
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
三
年
が

経
つ
。
始
め
た
こ
ろ
は
ど
う
し
て
も
瞑
想
と
か
悟

り
と
か
大
仰
な
こ
と
を
考
え
て
し
ま
っ
て
い
た

が
、
回
を
重
ね
る
と
そ
う
し
た
特
別
感
も
な
く
な
っ
て
、
た
だ

呼
吸
を
意
識
す
る
一
時
間
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
に
つ
れ

て
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
散
ら
か
る
意
識
を
呼
吸
へ
と
戻
す
の
が

早
く
な
っ
て
き
た
か
ら
、
座
禅
に
も
上
達
す
る
っ
て
こ
と
が
あ

る
ん
だ
、
と
い
い
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
気
候
が
穏
や
か
に

な
っ
て
、
暑
さ
や
蚊
や
ら
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た

か
ら
か
も
し
れ
な
い
、
と
一
応
は
警
戒
し
て
い
る
が
。 

　
座
っ
た
後
に
、
Ｊ
師
と
参
会
者
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら

語
ら
う
の
だ
が
、
毎
回
こ
の
と
き
に
座
禅
の
効
果
を
感
じ
る
。

だ
れ
か
と
出
会
っ
て
同
じ
所
に
い
な
が
ら
一
時
間
も
黙
し
て
い

る
こ
と
な
ど
普
通
は
あ
り
得
な
い
が
、
あ
え
て
そ
う
し
て
お
い

て
か
ら
お
も
む
ろ
に
始
ま
る
こ
の
茶
話
会
が
、
逆
に
特
別
感
が

あ
る
の
だ
。
話
に
特
別
な
も
の
は
一
切
な
い
。
ど
こ
に
で
も
あ

る
世
間
話
だ
。
た
だ
、
準
備
運
動
を
た
っ
ぷ
り
し
て
お
い
て
か

ら
ス
ポ
ー
ツ
す
る
よ
う
な
安
心
感
が
あ
る
。
案
外
と
自
分
た
ち

の
日
常
は
、
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
な
し
に
だ
れ
か
れ
と
出
会

い
、
し
ゃ
べ
り
、
動
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た
め
に

つ
ま
ら
ぬ
け
が
を
し
て
い
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
、
な
ん
て
こ
と
を
思
う
。 

　
何
の
話
か
ら
だ
っ
た
か
、
僧
侶
が
剃
髪
す
る
の
は
な
ぜ
か
と

い
う
の
を
そ
の
会
で
初
め
て
聞
い
た
。
お
坊
さ
ん
が
頭
を
剃
っ

て
い
る
こ
と
を
、
な
ぜ
と
い
う
問
い
か
ら
見
て
み
た
こ
と
は
こ

れ
ま
で
一
度
も
な
か
っ
た
の
で
、
聞
い
て
な
る
ほ
ど
と
思
っ

た
。
要
す
る
に
あ
ん
な
も
の
は
煩
い
の
も
と
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
髪
は
装
飾
だ
か
ら
長
短
だ
の
形
だ
の
と
気
に
な
る
。
そ
ん

な
も
ん
捨
て
て
し
ま
え
、
と
い
う
の
が
仏
教
の
ア
ナ
ー
キ
ー
な

と
こ
ろ
で
と
て
も
お
も
し
ろ
い
。 

　
こ
の
時
の
話
が
記
憶
の
隅
っ
こ
に
残
っ
て
い
た
よ
う
で
、
九

月
の
終
わ
り
頃
、
そ
ろ
そ
ろ
散
髪
行
か
な
い
と
な
と
思
っ
た
と

き
に
ふ
と
浮
か
ん
で
き
た
。
そ
う
か
、
伸
び
た
髪
が
気
に
か
か

る
の
も
、
ハ
ゲ
を
隠
し
た
く
な
る
の
も
、
煩
い
の
元
を
所
有
し

て
い
る
か
ら
だ
。
そ
う
考
え
た
ら
ち
ょ
っ
ぴ
り
心
も
躍
っ
て
、

十
月
一
日
の
何
や
ら
き
っ
ぱ
り
と
し
た
感
じ
の
す
る
日
に
、
行

き
つ
け
の
散
髪
屋
に
行
っ
た
。
い
つ
も
刈
っ
て
く
れ
る
男
の
理

髪
師
が
、
「
短
く
で
す
か
？
」
と
こ
れ
ま
た
い
つ
も
通
り
に
聞

い
て
く
る
の
で
、
「
丸
刈
り
に
」
と
言
っ
た
ら
、
「
え
っ
」
と

言
っ
た
ま
ま
手
を
止
め
た
。
「
な
ん
で
ま
た
」
と
聞
き
返
さ
れ

る
ほ
ど
気
安
く
は
し
て
い
な
い
の
で
、
後
ろ
で
混
乱
し
て
い
る

気
配
が
し
た
。
そ
う
し
て
小
声
で
何
や
ら
話
し
て
、
い
つ
も
は

洗
髪
や
ひ
げ
剃
り
を
担
当
す
る
年
配
の
女
性
に
交
代
し
た
。
本

当
の
実
力
を
秘
し
、
若
手
に
花
を
持
た
せ
て
裏
方
に
回
っ
て
い

る
師
匠
格
が
つ
い
に
重
い
腰
を
上
げ
た
、
と
い
っ
た
風
情
で
心

の
内
で
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
「
米
国
第
一
」
を
掲
げ

30る
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
ず
り
落
ち
た
現
在
の
ア
メ
リ
カ
を

象
徴
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
先
週
の
ジ
イ

さ
ん
の
話
だ
っ
た
。
覇
権
国
家
と
い
う
の
は

な
ぜ
交
代
を
繰
り
返
す
ん
だ
。 

年
金
生
活
者
　
資
本
主
義
の
発
展
段
階
の
推

移
が
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
。
こ
れ
ま
で
資
本

主
義
は
商
業
資
本
主
義
、
産
業
資
本
主
義
、

ポ
ス
ト
産
業
資
本
主
義
（
消
費
資
本
主
義
）

と
推
移
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
適
合
す
る

覇
権
国
家
を
誕
生
さ
せ
て
き
た
。 

　
柄
谷
行
人
は
『
帝
国
の
構
造
』
で
ウ
ォ
ー

ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
論
を

も
と
に
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
国
家
（
覇
権
国
家
）

の
交
代
の
推
移
を
年
代
を
入
れ
て
表
に
し
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
が
最
初

の
覇
権
国
家
で
、
そ
れ
は
１
７
５
０
年
ま
で

続
い
た
。
１
７
５
０
年
か
ら
１
８
１
０
年
ま

で
は
覇
権
国
家
が
不
在
で
、
そ
の
あ
と
１
８

１
０
年
か
ら
１
８
７
０
年
ま
で
英
国
が
覇
権

国
家
に
な
っ
た
。
１
８
７
０
年
か
ら
１
９
３

０
年
ま
で
再
び
覇
権
国
家
の
不
在
が
続
き
、

１
９
３
０
年
か
ら
１
９
９
０
年
ま
で
米
国
が

覇
権
国
家
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
後
は
ま
た
覇

権
国
家
が
不
在
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い

る
。 

　
覇
権
国
家
が
存
在
す
る
期
間
も
不
在
の
期

間
も
、
と
も
に 

年
と
な
っ
て
い
る
。
オ
ラ

60

ン
ダ
が
い
つ
覇
権
国
家
に
な
っ
た
か
は
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、 

年
を
当
て
は
め
れ
ば
１

60

６
９
０
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
現
在

の
覇
権
国
家
の
不
在
の
状
態
は
２
０
５
０
年

ま
で
続
く
勘
定
に
な
る
。 

 

代
　
そ
れ
ぞ
れ
の
覇
権
国
家
は
資
本
主
義

30の
各
段
階
に
ど
う
適
合
し
た
ん
だ
。 

年
金
　
オ
ラ
ン
ダ
は
商
業
資
本
主
義
の
時
代

に
必
要
と
さ
れ
た
交
易
の
た
め
の
港
湾
の
整

備
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
設
立
に
よ
る
商
業
航

路
の
確
立
、
金
融
制
度
の
整
備
な
ど
を
進
め

て
、
覇
権
国
家
に
の
し
上
が
っ
た
。
イ
ギ
リ

ス
が
覇
権
国
家
に
な
っ
た
の
は
綿
工
業
な
ど

の
機
械
化
が
進
ん
だ
産
業
資
本
主
義
の
前
期

の
段
階
で
、
原
材
料
や
製
品
の
輸
送
の
た
め

の
運
河
の
建
設
、
道
路
の
改
良
、
鉄
道
の
建

設
な
ど
を
進
め
る
こ
と
で
発
展
を
遂
げ
た
。 

　
そ
し
て
重
化
学
工
業
が
中
心
と
な
っ
た
産

業
資
本
主
義
の
後
期
に
覇
権
国
家
と
な
っ
た

ア
メ
リ
カ
は
、
鉄
道
網
、
道
路
網
の
整
備
の

ほ
か
、
電
力
、
通
信
、
航
空
な
ど
の
イ
ン
フ

ラ
整
備
を
進
め
、
世
界
の
工
場
に
な
っ
た
。 

　
ひ
と
た
び
覇
権
国
家
に
な
っ
た
国
は
、
出

来
上
が
っ
た
シ
ス
テ
ム
に
縛
ら
れ
て
新
し
い

段
階
に
適
応
で
き
な
い
。
衰
退
は
避
け
ら
れ

ず
、
覇
権
を
後
発
の
国
に
奪
わ
れ
る
ほ
か
な

い
。 現

在
の
消
費
資
本
主
義
は
Ｉ
Ｔ
と
Ａ
Ｉ
の

発
展
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
次
の
覇
権
国
家

に
な
る
に
は
そ
の
発
展
を
独
占
的
に
主
導
す

る
力
が
必
要
と
な
る
。
今
は
ど
の
国
も
そ
れ

だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
定
ま

る
の
は
、 

年
循
環
を
前
提
に
す
れ
ば
四
半

60

世
紀
あ
と
だ
ろ
う
。 

 

代
　
経
済
力
だ
け
で
は
覇
権
国
家
に
な
れ

30な
い
は
ず
で
、
最
後
に
も
の
を
言
う
の
は
軍

事
力
だ
ろ
う
。 

年
金
　
資
本
主
義
の
各
段
階
で
必
要
と
さ
れ

る
産
業
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
を
通
し
て
経
済
発

展
を
遂
げ
た
覇
権
国
家
は
、
他
の
国
の
発
展

の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け

で
は
覇
権
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

覇
権
国
家
と
他
の
国
家
と
の
関
係
は
、
国

家
と
国
民
の
関
係
と
相
似
形
を
な
す
。
柄
谷

行
人
が
国
家
と
国
民
の
間
に
成
立
す
る
と
考

え
た
交
換
様
式
Ｂ＝

服
従
と
保
護
（
略
取
と

再
分
配
）
が
、
覇
権
国
家
と
他
の
国
々
と
の

間
に
成
立
す
る
。 

　
覇
権
国
家
は
、
国
民
に
対
し
て
税
の
支
払
い

を
強
制
し
（
服
従
、
略
取
）
、
そ
れ
で
産
業
イ

ン
フ
ラ
を
整
備
し
た
（
再
分
配
、
保
護
）
よ
う

に
、
他
の
諸
国
に
対
し
て
は
、
群
を
抜
く
経
済

成
長
に
よ
っ
て
手
に
し
た
圧
倒
的
な
軍
事
力
を

使
っ
て
言
う
こ
と
を
聞
か
せ
（
服
従
、
略

取
）
、
代
わ
り
に
経
済
活
動
を
妨
害
す
る
者
か

ら
守
っ
た
（
保
護
、
再
分
配
）
。 

　
敗
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
に
軍
事
的
に
従
属
す

る
こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
軍
備
に
税
金
を
使

わ
ず
、
そ
の
ぶ
ん
を
産
業
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

に
使
っ
た
日
本
の
姿
に
そ
の
典
型
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
日
米
同
盟
は
そ
の
産
業
イ
ン

フ
ラ
の
土
台
を
な
す
イ
ン
フ
ラ
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。 

　
ア
メ
リ
カ
が
覇
権
国
家
の
座
を
降
り
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
の
は
、
日
本
の
高
度
経
済
成
長

や
そ
の
後
の
中
国
の
経
済
大
国
化
に
と
も
な
っ

て
、
産
業
資
本
主
義
の
後
期
の
牽
引
車
た
り
得

な
く
な
っ
た
こ
と
と
、
各
国
の
産
業
イ
ン
フ
ラ

を
支
え
る
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
圧
倒
的
な
軍
事
力

を
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。 

 

代
　
覇
権
国
家
と
他
の
国
家
と
の
関
係
が

30国
家
と
国
民
の
関
係
と
相
似
形
を
な
す
と
す

れ
ば
、
覇
権
国
家
が
不
在
の
時
代
は
ど
う
な

る
ん
だ
。 

年
金
　
覇
権
国
家
と
他
の
諸
国
家
と
の
大
規

模
な
交
換
は
、
国
家
と
国
民
の
間
の
交
換
に

置
き
直
し
て
考
え
る
と
、
国
民
や
企
業
か
ら

税
金
を
た
く
さ
ん
取
る
代
わ
り
に
、
国
民
や

企
業
へ
の
サ
ー
ビ
ス
も
た
く
さ
ん
す
る
大
き

な
政
府
の
振
る
舞
い
方
に
相
当
す
る
。
同
盟

国
に
米
軍
基
地
を
置
く
代
わ
り
に
、
核
の
傘

を
頂
点
と
し
た
安
全
保
障
の
シ
ス
テ
ム
を
提

供
し
、
世
界
の
警
察
官
と
し
て
振
る
舞
っ
て

い
た
時
代
の
ア
メ
リ
カ
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば

イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
。
世
界
を
ひ
と
つ
の
国

家
に
な
ぞ
ら
え
る
と
、
覇
権
国
家
が
存
在
す

る
時
代
は
大
き
な
政
府
の
時
代
で
あ
り
、
そ

れ
が
不
在
の
時
代
は
小
さ
な
政
府
の
時
代
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
を
後
者

の
時
代
に
見
合
っ
た
規
模
に
縮
小
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
が
ト
ラ
ン
プ
だ
。 

　
小
さ
な
政
府
は
交
換
の
規
模
を
縮
小
し
て

経
済
へ
の
介
入
を
小
さ
く
し
、
富
の
分
配
を

市
場
で
の
競
争
に
ゆ
だ
ね
る
。
ア
メ
リ
カ
だ

け
で
な
く
、
各
国
が
「
自
国
第
一
」
へ
の
傾

斜
を
強
め
て
い
る
の
は
、
小
さ
な
政
府
の
も

と
で
の
競
争
の
激
化
と
相
似
形
を
な
し
て
い

る
。
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中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

覇権国家の交代はなぜ
起きるか


