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焼
け
通
信
三
年
目
の
一
九
九
五
年
が
暮
れ
、
一
九
九
六
年
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
に
、

村
山
富
市
内
閣
か
ら
橋
本
龍
太
郎
内
閣
に
移
っ
て
い
る
。
そ
の
二
月
、
将
棋
の
羽

生
善
治
さ
ん
が
七
冠
を
達
成
。
将
棋
を
か
じ
り
始
め
た
二
男
が
「
大
き
く
な
っ
た

ら
羽
生
に
な
る
」
と
よ
く
言
っ
て
い
た
っ
け
。
前
の
年
に
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ 

が
出
て
か
ら
ウ
ェ

95

ブ
サ
イ
ト
が
急
速
に
増
え
、
一
九
九
六
年
三
月
か
ら
一
年
で
九
倍
近
く
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
トYahoo

！JAPAN

の
登
場
も
こ
の
年
か
ら
だ
。
今
な
お
子
ど
も
た
ち
に
大

人
気
の
ポ
ケ
モ
ン
も
こ
の
年
か
ら
。
そ
し
て
、
女
の
子
た
ち
の
間
で
は
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
、
ル
ー

ズ
ソ
ッ
ク
ス
が
流
行
り
、
ア
ム
ラ
ー
が
溢
れ
た
。
中
学
生
に
な
っ
て
い
た
我
が
娘
も
、
何
が
い

い
の
か
だ
ぼ
だ
ぼ
の
ソ
ッ
ク
ス
を
履
き
、
カ
ラ
オ
ケ
に
行
く
と
沖
縄
出
身
の
安
室
奈
美
恵
の
歌

を
熱
唱
し
て
い
た
。
そ
の
沖
縄
で
は
、
や
は
り
こ
の
年
も
悲
劇
が
起
き
て
い
る
。
六
月
、
名
護

市
の
女
子
中
学
生
が
二
人
拉
致
殺
害
さ
れ
た
の
だ
。
続
い
て
各
地
で
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
Ｏ
１

５
７
に
よ
る
集
団
食
中
毒
事
件
が
発
生
。
死
者
や
後
遺
症
患
者
を
出
し
た
こ
の
耳
慣
れ
な
い
菌

は
、
世
の
中
を
震
撼
さ
せ
た
。
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
夏
に
開
か
れ
た
ア
ト
ラ
ン

タ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
有
森
裕
子
さ
ん
が
女
子
マ
ラ
ソ
ン
で
銅
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
て
い
る
。 

　
そ
ん
な
中
、
四
月
二
十
七
日
に
隠
岐
を
訪
問
し
、
講
演
会
で
お
話
し
さ
れ
た
伊
藤
ル
イ
さ
ん

が
、
二
ヶ
月
後
の
六
月
二
十
八
日
に
満
七
十
四
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
。
夕
焼
け
通
信
に
は
、
隠

岐
文
化
会
館
で
行
わ
れ
た
ル
イ
さ
ん
の
講
演
録
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
後
、
編
集
長
と
Ｙ
さ
ん

は
、
福
岡
で
行
わ
れ
た
「
み
ん
な
で
ル
イ
さ
ん
を
送
る
会
」
に
も
参
加
。
ル
イ
さ
ん
の
追
悼
文

も
寄
せ
ら
れ
、
夕
焼
け
通
信
に
掲
載
さ
れ
た
。 

　
そ
の
ル
イ
さ
ん
が
、
病
床
で
語
ら
れ
た
口
述
筆
記
が
、
劇
団
「
た
い
よ
う
」
の
Ｙ
さ
ん
に
届

い
た
の
は
六
月
半
ば
の
こ
と
。
「
『
か
っ
ぱ
の
笛
』
舞
台
稽
古
最
高
で
し
た
。
演
出
者
と
演
技

者
の
呼
吸
の
行
き
交
い
が
と
て
も
豊
か
な
雰
囲
気
で
、
こ
れ
こ
そ
が
最
高
の
芸
術
劇
場
、
ス

テ
ー
ジ
だ
と
思
い
ま
し
た
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」 

　
ル
イ
さ
ん
に
絶
賛
さ
れ
た
劇
団
「
た
い
よ
う
」
に
よ
る
『
か
っ
ぱ
の
笛
』
、
こ
の
年
の
九
月

に
本
土
松
江
の
八
雲
し
い
の
実
シ
ア
タ
ー
で
公
演
す
る
こ
と
に
な
る
。
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う
に
も
違
和
感
が
拭
え
な
い
、
と
電
話
口
で
話
す

そ
の
人
を
Ａ
さ
ん
と
し
て
お
く
。
ホ
テ
ル
経
営
を

し
て
い
る
知
人
が
こ
ん
な
話
を
聞
か
せ
た
。 

　
あ
る
女
性
宿
泊
客
が
誤
っ
て
指
輪
を
ト
イ
レ
に
流
し
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
ホ
テ
ル
は
、
従
業
員
た
ち
で
汚
水
槽

に
入
り
、
手
探
り
で
八
時
間
か
け
て
よ
う
や
く
の
こ
と
見
つ
け

出
し
た
の
だ
、
と
。 

　
Ａ
さ
ん
の
話
に
は
、
そ
の
序
章
に
当
た
る
も
の
は
特
に
な

か
っ
た
の
で
、
ぼ
く
は
聞
き
な
が
ら
、
ホ
テ
ル
が
客
の
た
め
に

そ
こ
ま
で
す
る
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
テ
ー
マ
な
の
だ
ろ
う

か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
Ａ
さ
ん
が
続
け
て
言
っ
た
の
は
、
冒
頭

の
言
葉
だ
っ
た
。 

　
指
輪
が
女
性
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
値
打
ち
の
あ
る
も
の
か
、

ま
た
ホ
テ
ル
が
ど
う
考
え
て
そ
の
よ
う
な
行
動
に
及
ん
だ
の
か

は
わ
か
ら
な
い
。
で
も
、
い
か
な
理
由
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
従

業
員
に
長
時
間
汚
水
槽
を
探
さ
せ
た
と
い
う
の
が
納
得
が
い
か

な
い
。
そ
れ
は
、
巷
間
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
カ
ス
ハ
ラ
と
地
続

き
、
あ
る
い
は
助
長
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
か
。 

　
聞
き
な
が
ら
、
浮
か
ん
で
き
た
も
う
一
つ
の
話
。
そ
の
話
者

を
Ｂ
さ
ん
と
し
て
お
く
。
禅
僧
で
あ
る
Ｂ
さ
ん
が
関
西
で
修
行

中
、
阪
神
淡
路
大
震
災
が
起
き
た
。
寺
を
挙
げ
て
避
難
所
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
あ
た
っ
て
い
る
中
で
、
被
災
者
に
と
っ
て
最
も

困
難
な
問
題
の
一
つ
が
ト
イ
レ
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
処
理
し

き
れ
な
い
汚
物
が
被
災
者
の
心
を
ど
れ
だ
け
押
し
潰
し
て
い
た

か
、
私
も
近
似
す
る
経
験
が
あ
る
の
で
想
像
が
つ
く
。
Ｂ
さ
ん

は
、
同
行
の
僧
侶
た
ち
と
そ
の
始
末
を
買
っ
て
出
た
。 

「
は
じ
め
こ
そ
勇
気
が
要
り
ま
し
た
が
、
や
り
出
す
と
で
き
る

も
の
で
す
」 

　
Ｂ
さ
ん
は
そ
う
言
っ
て
笑
っ
た
が
、
そ
れ
な
り
の
装
備
は
し

た
に
し
て
も
、
山
な
す
汚
物
を
ひ
た
す
ら
手
作
業
で
取
り
除
く

に
は
、
相
当
な
胆
力
を
要
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

　
ホ
テ
ル
の
従
業
員
も
僧
侶
も
一
人
一
人
の
心
の
中
に
下
り
て

み
ね
ば
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
一

つ
と
も
思
え
な
い
。
指
輪
を
落
と
し
た
女
性
や
被
災
者
の
思
い

も
ま
た
単
色
で
表
せ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
少
な

く
と
も
Ｂ
さ
ん
は
そ
の
行
為
を
被
災
者
に
言
わ
れ
て
で
は
な

く
、
自
分
の
考
え
で
始
め
た
。
感
謝
の
言
葉
を
も
ら
い
、
宗
門

の
評
価
も
高
め
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
結
果
に
過
ぎ
な
い
。 

　
汚
水
槽
の
清
掃
が
身
分
で
定
め
ら
れ
て
い
る
あ
る
国
の
ル
ポ

を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
衛
生
管
理
も
不
十
分
な
ま
ま
強
い
ら

れ
、
多
く
は
健
康
を
害
し
て
い
く
。
最
下
層
の
役
割
と
固
定
さ

れ
、
歴
史
や
文
化
で
包
囲
さ
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
脱
す
る
の
は

極
め
て
困
難
だ
。 

　
汚
物
が
映
し
出
す
人
の
諸
相
は
、
だ
れ
も
が
厭
う
も
の
だ
か

ら
こ
そ
装
飾
が
剥
ぎ
取
ら
れ
て
、
素
っ
気
な
い
ま
で
に
剥
き
出

し
に
な
る
も
の
ら
し
い
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
谷
川
俊
太
郎
が
亡
く

30な
っ
た
。 

年
金
生
活
者
　
吉
本
隆
明
の
『
言
語
に
と
っ

て
美
と
は
な
に
か
』
の
核
心
を
鮮
や
か
に
絵

解
き
す
る
言
葉
を
谷
川
が
残
し
て
い
る
こ
と

を
、
朝
日
新
聞
編
集
委
員
の
吉
田
純
子
の
追

悼
記
事
で
知
っ
た
（ 
月 
日
夕
刊
）
。
谷

11

19

川
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。 

　
「
音
楽
は
、
無
意
味
だ
か
ら
こ
そ
素
晴
ら

し
い
。
意
味
を
引
き
ず
る
言
葉
を
、
ど
う
無

意
味
に
近
づ
け
る
か
。
そ
れ
が
詩
の
問
題
な

の
だ
と
僕
は
思
っ
て
い
る
」
「
言
葉
は
、
ど

う
や
っ
て
も
音
楽
に
は
か
な
わ
な
い
。
僕
は

き
っ
と
死
ぬ
ま
で
音
楽
に
嫉
妬
し
、
片
思
い

し
続
け
る
の
だ
と
思
う
」 

　
「
意
味
を
引
き
ず
る
言
葉
を
、
ど
う
無
意

味
に
近
づ
け
る
か
」
と
い
う
問
い
を
、
吉
本

の
言
語
理
論
に
翻
訳
す
る
と
、
「
指
示
表
出

を
引
き
ず
る
言
葉
を
、
ど
う
自
己
表
出
の
か

た
ま
り
に
近
づ
け
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
指
示
表
出
と
は
対
象
を
指
し
示
す
働
き

で
あ
り
、
自
己
表
出
は
言
葉
を
発
す
る
者
と

受
け
取
る
者
の
心
の
位
置
と
向
き
を
決
め
る

作
用
を
指
す
。
写
真
に
た
と
え
れ
ば
、
前
者

は
被
写
体
を
写
し
取
る
動
作
に
相
当
し
、
後

者
は
撮
影
者
の
位
置
と
向
き
を
表
す
ア
ン
グ

ル
に
あ
た
る
。
被
写
体
に
は
意
味
が
あ
る

が
、
ア
ン
グ
ル
に
意
味
は
な
い
。 

 

代
　
吉
田
は
記
事
の
中
で
、
谷
川
の
詩
に

30武
満
徹
が
曲
を
付
け
た
反
戦
歌
「
死
ん
だ
男

の
残
し
た
も
の
は
」
を
次
の
よ
う
に
分
析
し

て
い
る
。 

《
詩
は
、
六
つ
の
連
か
ら
な
る
。
最
初
か
ら

四
つ
目
ま
で
の
連
は
そ
れ
ぞ
れ
、
か
よ
う
な

フ
レ
ー
ズ
で
閉
じ
ら
れ
る
。 

　
「
墓
石
ひ
と
つ
残
さ
な
か
っ
た
」
「
着
も
の

一
枚
残
さ
な
か
っ
た
」
「
思
い
出
ひ
と
つ
残
さ

な
か
っ
た
」
「
平
和
ひ
と
つ
残
せ
な
か
っ
た
」 

　
「
残
さ
な
か
っ
た
」
か
ら
「
残
せ
な
か
っ

た
」
へ
。
個
の
意
思
を
奪
い
、
す
べ
て
を
虚
無

と
す
る
。
こ
れ
が
戦
争
の
本
質
な
の
だ
と
、

「
さ
」
と
「
せ
」
の
た
っ
た
１
文
字
の
違
い
で

語
り
尽
く
し
て
み
せ
た
。
》
（
同
夕
刊
） 

年
金
　
私
は
そ
こ
を
読
ん
だ
と
き
、
ゴ
シ
ッ

ク
で
書
か
れ
た
四
つ
の
フ
レ
ー
ズ
を
ひ
と
続

き
の
文
章
の
よ
う
に
錯
覚
し
、
最
後
の
「
平

和
ひ
と
つ
残
せ
な
か
っ
た
」
へ
の
「
転
調
」

に
泣
き
そ
う
に
な
っ
た
。
「
『
さ
』
と
『
せ
』

の
た
っ
た
１
文
字
の
違
い
」
を
支
点
に
し
た

「
転
換
」
が
不
意
打
ち
の
よ
う
に
鮮
や
か

だ
っ
た
か
ら
だ
。 

　
「
転
換
」
は
「
韻
律
」
「
撰
択
」
「
喩
」

と
と
も
に
「
言
語
に
と
っ
て
の
美
」
を
生
み

出
す
自
己
表
出
の
作
用
と
吉
本
は
考
え
た
。  

《
わ
れ
わ
れ
の
言
語
美
学
的
考
え
方
か
ら
す

る
と
、
ま
ず
は
じ
め
に
〈
韻
律
〉
が
根
底
に

あ
り
、
そ
れ
か
ら
場
面
を
ど
う
選
ん
だ
か
と

い
う
〈
撰
択
〉
が
あ
り
、
表
現
対
象
や
時
間

が
移
る
〈
転
換
〉
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
メ
タ
フ
ァ
ー
（
暗
喩
）
や
シ
ミ

リ
（
直
喩
）
な
ど
の
〈
喩
〉
が
あ
る
わ
け
で

す
。
こ
の
四
つ
は
言
葉
の
表
現
に
美
的
な
価

値
を
与
え
る
根
本
要
素
に
な
る
わ
け
で

す
。
》
（
『
詩
人
・
評
論
家
・
作
家
の
た
め

の
言
語
論
』
） 

　
「
残
さ
な
か
っ
た
」
の
反
復
が
「
韻
律
」

を
生
み
、
「
墓
石
」
や
「
着
も
の
」
や
「
思

い
出
」
や
「
平
和
」
が
「
撰
択
」
さ
れ
、
そ

れ
ら
が
「
残
さ
な
か
っ
た
」
「
残
せ
な
か
っ

た
」
も
の
と
し
て
戦
争
の
「
虚
無
」
の
「
喩
」

を
な
し
、
そ
し
て
「
さ
」
か
ら
「
せ
」
へ
の

転
換
が
全
体
の
構
成
の
要
を
な
し
て
い
る
。

 

代
　
吉
本
は
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な

30に
か
』
で
自
己
表
出
を
「
対
象
に
た
い
す
る

意
識
の
自
動
的
水
準
の
表
出
」
と
説
明
し

た
。
そ
れ
か
ら 

年
余
り
の
ち
、
次
の
よ
う

40

に
言
い
直
し
た
。 

《
自
分
と
、
そ
れ
か
ら
理
想
を
願
望
す
る
も

う
ひ
と
り
の
自
分
と
の
あ
い
だ
が
ど
れ
だ
け

豊
富
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
自
己

表
出
の
元
で
あ
り
芸
術
的
価
値
の
元
で
あ

る
。
厳
密
に
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
い
直
さ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
が
ぼ
く
の
考

え
方
で
す
。
》
（
『
日
本
語
の
ゆ
く
え
』
） 

年
金
　
「
理
想
を
願
望
す
る
も
う
ひ
と
り
の

自
分
」
と
は
、
私
の
理
解
で
は
「
母
胎
の
楽

園
へ
の
帰
還
を
願
望
す
る
自
分
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
が
か
な

え
ら
れ
な
い
願
望
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
現
実
の
「
自
分
」
が
い
る
。
吉
本
は
こ
の

ふ
た
つ
の
「
自
分
」
の
間
の
豊
富
さ
が
自
己

表
出
の
元
だ
と
言
っ
て
い
る
。 

　
「
理
想
」
す
な
わ
ち
「
楽
園
」
に
到
達
す

る
こ
と
は
現
実
に
は
不
可
能
だ
。
だ
か
ら
、

そ
れ
を
願
望
す
る
「
自
分
」
は
そ
の
代
替
物

を
求
め
る
ほ
か
な
い
。
そ
れ
は
本
物
で
は
な

い
の
で
、
得
ら
れ
て
も
必
ず
不
全
感
が
残

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
の
「
自
分
」
は

元
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
の
不
全
感
が
さ
ら
に
代
替
物
を
求
め

さ
せ
、
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
。 

　
そ
の
繰
り
返
し
が
言
葉
に
お
い
て
行
わ
れ

る
と
き
に
お
の
ず
と
描
か
れ
て
い
く
軌
跡
と

し
て
自
己
表
出
が
生
ま
れ
る
。
理
想
を
願
望

す
る
「
自
分
」
と
現
実
の
「
自
分
」
と
の
間

に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
そ
の
繰
り
返
し
の
豊
富

さ
が
自
己
表
出
の
元
に
な
る
。
そ
う
吉
本
は

言
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
そ
の
豊
富

さ
は
差
異
を
と
も
な
う
反
復
か
ら
な
る
時
間

的
な
豊
富
さ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

　
「
松
島
や
あ
あ
松
島
や
松
島
や
」
と
い
う

句
を
現
実
の
「
自
分
」
と
「
理
想
を
願
望
す

る
自
分
」
と
の
間
で
繰
り
返
さ
れ
る
問
答
と

し
て
読
む
と
、
最
初
の
「
松
島
や
」
の
背
後

に
松
島
の
絶
景
に
没
入
し
た
い
「
自
分
」
、

楽
園
の
代
替
物
と
し
て
の
松
島
に
包
み
込
ま

れ
た
い
「
自
分
」
、
そ
う
い
う
「
理
想
を
願

望
す
る
自
分
」
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
う
な
れ
な
い
現
実
の
「
自

分
」
が
他
方
に
あ
り
、
そ
れ
が
「
あ
あ
」
と
い

う
嘆
息
と
な
っ
て
、
い
っ
そ
う
切
実
に
松
島

を
求
め
る
「
松
島
や
松
島
や
」
へ
と
続
く
。 

　
吉
田
は
別
の
追
悼
記
事
で
「
谷
川
さ
ん
は

詩
と
い
う
子
宮
の
中
で
、
胎
児
の
ご
と
く
、

時
に
無
意
識
に
、
言
葉
の
宇
宙
と
戯
れ
る
こ

と
が
で
き
た
」
と
書
い
た
（ 

月 

日
朝
日

11

19

新
聞
デ
ジ
タ
ル
）
。

ニュース日記　949 

中村　礼治 
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