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さ
ま
ざ
ま
な
催
し
の
案
内
が
夕
焼
け
通
信
に
載
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初
の
講
演
案
内
が
な
さ
れ
、
記
録

が
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
一
九
九
五
年
十
月
に
隠
岐
で
開
催
さ
れ
た
尹
健
次
氏
の
講
演
だ
。
演
題
は
『
戦
後
五

〇
年
❘日
本
人
と
日
本
社
会
』
。
尹
氏
が
書
か
れ
た
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
『
き
み
た
ち
と
朝
鮮
』
は
我
が
家

の
本
棚
に
並
ぶ
一
冊
で
、
奥
様
の
尹
嘉
子
さ
ん
の
挿
絵
が
彩
を
添
え
て
い
る
。 

　
次
が
伊
藤
ル
イ
氏
で
、
一
九
九
六
年
四
月
、
『
共
に
生
き
る
喜
び
を
』
と
題
し
て
講
演
録
が
載
っ
た
。
残

念
な
こ
と
に
、
講
演
で
隠
岐
の
島
を
訪
れ
た
二
ヶ
月
後
に
ル
イ
さ
ん
は
病
に
倒
れ
逝
去
さ
れ
る
。
ル
イ
さ
ん

と
縁
が
で
き
た
夕
焼
け
通
信
に
は
追
悼
文
が
寄
せ
ら
れ
た
。 

　
一
九
九
七
年
に
は
岡
部
伊
都
子
氏
の
講
演
が
十
月
に
開
催
さ
れ
、
『
刻
々
を
美
し
く
』
の
演
題
で
講
演
録

が
連
載
さ
れ
て
い
る
。
婚
約
者
を
沖
縄
戦
で
亡
く
さ
れ
、
自
ら
を
も
加
害
者
と
し
て
綴
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
随

筆
を
書
か
れ
た
方
だ
。 

　
そ
し
て
、
年
が
明
け
た
一
九
九
八
年
一
月
に
、
『
加
害
者
と
し
て
の
私
の
戦
争
体
験
❘日
本
は
中
国
で
何

を
し
て
き
た
か
❘』
の
講
演
が
開
か
れ
、
鹿
田
正
夫
証
言
禄
と
し
て
連
載
さ
れ
た
。 

　
編
集
長
の
赴
任
先
の
隠
岐
で
さ
ま
ざ
ま
な
講
演
が
催
さ
れ
て
き
た
が
、
最
後
と
な
っ
た
の
が
一
九
九
八
年

三
月
『
家
族
の
過
去
・
現
在
・
未
来
❘介
護
関
係
を
め
ぐ
っ
て
❘』
だ
。
家
族
社
会
学
者
で
あ
る
春
日
キ
ス
ヨ

氏
の
お
話
で
、
五
月
か
ら
講
演
録
が
掲
載
さ
れ
た
。 

　
編
集
長
が
奥
出
雲
へ
、
Ｙ
氏
が
広
瀬
に
行
っ
て
か
ら
も
、
講
演
は
次
々
と
催
さ
れ
、
講
演
録
が
夕
焼
け
通

信
に
載
せ
ら
れ
た
。
一
九
九
八
年
七
月
に
広
瀬
で
行
わ
れ
た
の
が
徳
永
進
氏
に
よ
る
も
の
で
、
『
ぼ
く
が
見

た
い
の
ち
』
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
。
そ
の
年
の
十
月
に
奥
出
雲
町
横
田
で
開
か
れ
た
の
が
、
新
聞
社
勤
務
後

様
々
な
活
動
を
さ
れ
て
い
る
吉
田
健
作
氏
に
よ
る
講
演
、
『
「
歩
い
て
聞
い
て
考
え
た
」
部
落
問
題
』
。 

　
演
題
か
ら
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う
。
多
方
面
に
わ
た
る
内
容
の
講
演
が
行
わ
れ
、
講
演
録
が
夕
焼
け
通
信
に

載
っ
た
。
ど
の
講
演
に
も
行
け
な
か
っ
た
が
、
文
章
を
読
む
だ
け
で
講
演
を
聴
い
た
気
分
に
な
れ
た
。
多
忙

な
中
テ
ー
プ
を
起
こ
し
て
文
字
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
編
集
長
。
私
も
一
時
期
，
視
覚
障
が
い
者
の
就
労
支
援

を
し
て
い
て
、
テ
ー
プ
起
こ
し
の
チ
ェ
ッ
ク
を
日
々
行
っ
て
い
た
の
で
、
時
間
と
根
気
を
要
す
る
そ
の
作
業

の
大
変
さ
は
よ
く
分
か
る
。
そ
ん
な
苦
労
も
い
と
わ
ず
に
、
読
者
に
広
く
伝
え
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
大
仕

事
を
続
け
た
編
集
長
に
は
敬
服
す
る
。
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川
津
か
ら
東
奥
谷
に
引
っ
越
し
た
。
部
分
的
に
新

し
く
な
っ
た
実
家
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。

引
っ
越
し
は
、
五
六
年
ご
と
に
八
回
繰
り
返
し
た

が
、
も
う
こ
れ
で
最
後
に
し
た
い
。
天
災
に
見
舞
わ
れ
た
の
な

ら
仕
方
が
な
い
が
、
若
い
時
分
に
は
何
で
も
な
か
っ
た
こ
と
が

苦
痛
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
を
今
回
は
こ
と
に
感
じ
た
。
本
を

詰
め
た
段
ボ
ー
ル
一
つ
を
こ
っ
ち
は
ヨ
イ
シ
ョ
と
持
ち
上
げ
て

い
る
の
に
、
引
っ
越
し
業
者
の
若
者
は
そ
れ
を
三
つ
重
ね
て
苦

も
な
く
階
段
を
上
り
下
り
し
て
い
た
。 

　
西
川
津
で
は
朝
酌
川
が
す
ぐ
そ
ば
を
流
れ
て
い
た
の
で
、
一

歩
外
に
出
れ
ば
川
面
を
見
、
飛
び
交
う
水
鳥
を
目
に
し
た
。
そ

れ
が
見
ら
れ
な
く
な
る
の
は
淋
し
い
が
、
何
か
を
得
れ
ば
何
か

を
失
う
の
が
道
理
、
な
く
し
た
も
の
は
数
え
ま
い
。
つ
い
で

に
、
朝
酌
川
に
架
か
る
が
ら
が
ら
橋
を
通
る
こ
と
も
な
く
な
っ

た
の
で
、
当
欄
の
題
名
も
替
え
な
い
と
い
け
な
く
な
っ
た
。
ふ

と
浮
か
ん
で
き
た
の
が
座
付
き
作
者
と
い
う
言
葉
。
座
付
き
作

者
と
は
、
芝
居
小
屋
な
ど
に
専
属
し
て
い
る
物
書
き
の
こ
と

で
、
そ
の
一
座
が
か
け
る
芝
居
の
脚
本
を
書
く
人
を
指
す
。
だ

が
実
際
に
は
江
戸
時
代
の
座
付
き
作
者
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
ん
だ
り
、
配
役
を
考
え
た
り
、
演
出
し
た
り

と
あ
ら
ゆ
る
雑
事
を
こ
な
し
て
い
た
。
自
分
が
し
な
い
ま
で
も

俳
優
以
外
の
す
べ
て
が
座
付
き
作
者
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
知
っ
た
と
き
、
今
の
自
分
が
落
語
教
室
で
し
て
い

る
こ
と
と
よ
く
似
て
い
る
と
思
っ
た
。
高
座
に
上
が
る
こ
と
は

な
い
が
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
担
う
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ス
ト
ー

リ
ー
も
作
れ
ば
チ
ラ
シ
も
作
る
。
公
演
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
も

す
る
。
ど
の
子
が
ど
ん
な
ネ
タ
を
か
け
て
順
番
は
ど
う
す
る
な

ど
、
誰
に
し
て
も
ら
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
自
分
で
す
る
ほ
か

な
い
。
使
っ
て
い
る
道
具
や
手
段
が
違
う
だ
け
で
、
や
っ
て
る

こ
と
は
江
戸
時
代
の
そ
れ
と
何
ら
変
わ
り
な
い
。
昔
の
人
も
同

じ
こ
と
で
悩
ん
だ
り
喜
ん
だ
り
し
た
に
違
い
な
い
と
思
う
と
何

だ
か
心
強
い
。 

　
さ
て
、
引
っ
越
し
た
と
こ
ろ
ま
で
は
よ
か
っ
た
が
、
今
大
い

に
困
惑
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ネ
ッ
ト
の
開
設
工
事
を
申
し

込
ん
で
い
た
の
に
、
施
工
の
連
絡
が
待
て
ど
暮
ら
せ
ど
な
く
、

し
び
れ
を
切
ら
し
て
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
問
い
合
わ
せ
た
。
折

り
返
し
施
工
業
者
か
ら
電
話
が
あ
り
、
「
電
話
し
よ
う
と
思
っ

て
い
ま
し
た
」
と
宿
題
な
ら
親
子
げ
ん
か
に
な
り
そ
う
な
言
い

訳
が
始
ま
っ
た
。
挙
げ
句
「
も
う
、
二
、
三
カ
月
先
に
な
り
ま

す
」
と
脱
力
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
で
、
す
っ
か
り
気
持

ち
が
萎
え
て
し
ま
っ
た
。
文
句
を
言
い
た
か
っ
た
が
、
電
話
口

の
女
性
に
非
が
あ
る
わ
け
も
な
く
、
同
種
の
電
話
を
さ
せ
ら
れ

て
は
小
言
を
浴
び
て
い
る
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
た
の
で
、
何
も

言
わ
な
か
っ
た
。
我
が
身
の
ネ
ッ
ト
依
存
の
様
子
を
客
観
視
す

る
貴
重
な
機
会
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
な
、
と
酸
っ
ぱ
い
ブ

ド
ウ
よ
ろ
し
く
呑
み
込
む
ほ
か
な
い
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
東
西
冷
戦
の
時
代
に
は

30「
資
本
主
義
」
は
西
側
陣
営
か
ら
「
自
由
主

義
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
「
自
由
主
義
陣

営
」
と
い
っ
た
言
い
方
で
。
冷
戦
期
の
終
わ

り
ご
ろ
か
ら
は
「
新
自
由
主
義
」
と
呼
ば
れ

る
経
済
政
策
が
勢
い
づ
き
、
資
本
主
義
は

「
自
由
」
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ

る
と
い
う
通
念
が
世
界
を
覆
っ
た
。 

ト
ラ
ン
プ
関
税
は
そ
の
通
念
を
打
ち
砕
い

た
。
国
家
が
国
境
の
壁
を
高
く
す
る
だ
け
で
、

た
ち
ま
ち
資
本
主
義
の
「
自
由
」
は
縮
小
す
る

こ
と
を
ト
ラ
ン
プ
は
示
し
た
。
資
本
主
義
は
常

に
自
由
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
考
え
が
錯
覚

だ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
。 

年
金
生
活
者
　
そ
れ
は
す
で
に
中
国
が
「
社
会

主
義
市
場
経
済
」
と
称
し
て
表
現
の
自
由
な
ど

の
抑
圧
下
で
資
本
主
義
の
導
入
に
成
功
し
た
こ

と
で
確
か
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
い
ま
世
界

規
模
で
明
瞭
に
な
っ
た
と
言
え
る
。 

　
も
と
も
と
資
本
主
義
は
、
自
由
よ
り
も
、

自
由
を
制
限
す
る
国
家
に
守
ら
れ
て
発
展
し

た
。
資
本
主
義
の
最
初
期
の
段
階
の
商
業
資

本
主
義
は
、
国
家
の
軍
事
力
に
支
え
ら
れ
た

植
民
地
貿
易
、
遠
隔
地
貿
易
を
利
潤
の
源
泉

と
し
た
。
次
の
段
階
の
産
業
資
本
主
義
は
機

械
制
大
工
業
に
必
要
な
交
通
・
通
信
な
ど
の

大
規
模
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
国
家
に
頼
っ

た
。 

　
ポ
ス
ト
産
業
資
本
主
義
の
段
階
に
入
っ

て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た
お
か
げ

で
よ
う
や
く
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
国
家
に
あ
ま

り
依
存
し
な
い
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
Ｍ
の
よ
う
な
大
企

業
が
登
場
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
企
業

も
こ
れ
か
ら
の
成
長
に
不
可
欠
の
Ａ
Ｉ
の
開

発
で
は
国
家
の
手
を
借
り
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

代
　
マ
ル
ク
ス
主
義
は
資
本
主
義
以
上
に
国

30家
に
よ
る
経
済
の
統
制
を
推
し
進
め
、
ソ
連
の

よ
う
な
収
容
所
国
家
を
つ
く
り
あ
げ
た
。 

年
金
　
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は
反
対
に
、
統
制

か
ら
の
解
放
こ
そ
が
社
会
主
義
と
考
え
た
の

が
吉
本
隆
明
だ
。 

　
吉
本
は
社
会
主
義
を
次
の
三
つ
の
条
件
に

よ
っ
て
定
義
し
た
。 

①
一
般
の
住
民
大
衆
の
無
記
名
直
接
投
票

で
い
つ
で
も
政
府
を
リ
コ
ー
ル
で
き
る
こ
と

②
国
軍
を
持
た
な
い
こ
と
③
住
民
大
衆
へ
の

抑
圧
に
な
ら
な
い
こ
と
を
条
件
に
、
個
人
の

不
利
益
に
な
る
も
の
に
限
っ
て
生
産
手
段
を

社
会
化
す
る
こ
と
（
講
演
「
社
会
党
あ
る
い

は
社
会
党
的
な
る
も
の
の
ゆ
く
え
」
、
１
９

９
３
年
）
。 

　
国
家
は
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
に
は
手
を

つ
け
ず
（
①
②
）
、
む
し
ろ
手
を
引
い
て
い

く
（
③
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
定
義
の

特
徴
が
あ
る
。
国
家
が
経
済
を
統
制
す
る
マ

ル
ク
ス
主
義
の
社
会
主
義
像
と
は
お
よ
そ
正

反
対
の
も
の
だ
。
そ
の
前
提
に
あ
る
の
は
、

国
家
に
よ
る
自
由
の
制
限
こ
そ
が
格
差
を
生

む
と
い
う
、
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
考
え
と

推
定
さ
れ
る
。 

 

代
　
国
家
の
再
分
配
機
能
が
貧
富
の
差
を

30縮
め
る
役
割
を
し
て
い
る
と
い
う
常
識
に
慣

れ
親
し
ん
だ
私
た
ち
に
は
な
か
な
か
飲
み
込

み
に
く
い
発
想
だ
。
国
家
が
経
済
へ
の
介
入

か
ら
手
を
引
け
ば
、
ま
す
ま
す
格
差
が
広
が

る
で
は
な
い
か
と
反
射
的
に
考
え
て
し
ま
う
。 

年
金
　
逆
の
理
解
も
成
り
立
つ
。
た
と
え

ば
、
資
本
家
が
手
に
す
る
利
潤
を
考
え
て
み

る
と
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
私
的
所
有
が
野

放
し
に
さ
れ
て
い
る
せ
い
の
よ
う
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
労
働
者
が
自
ら
の

労
働
に
よ
っ
て
生
み
出
し
た
剰
余
価
値
を
自

分
の
も
の
に
で
き
な
い
よ
う
、
労
働
者
の
私

的
所
有
権
が
、
等
価
交
換
の
原
則
に
も
と
づ

く
国
家
の
法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
と

理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
格
差
は

私
的
所
有
の
不
徹
底
さ
の
上
に
成
り
立
っ
て

い
る
、
と
。
吉
本
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。 

　
「
私
有
財
産
、
私
的
所
有
は
『
な
い
ほ
う

が
、
い
い
』
み
た
い
に
い
う
の
は
、
大
な
り

小
な
り
、
す
べ
て
宗
教
な
ん
で
す
。
ロ
シ

ア
・
マ
ル
ク
ス
主
義
も
宗
教
で
す
し
、
ス

タ
ー
リ
ン
主
義
や
毛
沢
東
主
義
も
宗
教
で

す
。
『
無
所
有
一
体
』
を
唱
え
る
ヤ
マ
ギ
シ

会
も
そ
う
で
す
」
「
所
有
概
念
、
所
有
の
思

想
性
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
の

一
つ
で
す
」
（
『
超
「 

世
紀
論
」
下
』
） 
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社
会
主
義
と
は
資
本
主
義
を
国
家
の
く
び

き
か
ら
解
放
す
る
こ
と
だ
。
吉
本
は
そ
う

言
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

代
　
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、

30規
制
緩
和
を
推
し
進
め
た
新
自
由
主
義
が
金

融
危
機
に
行
き
着
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
企
業
活
動
も
国
民
生
活
も
た
ち
ま

ち
危
う
く
な
る
。
そ
の
救
済
と
引
き
換
え
に

国
家
に
よ
る
制
約
が
強
ま
る
だ
ろ
う
。 

年
金
　
し
た
が
っ
て
、
制
約
を
取
り
払
っ
て

も
破
綻
し
な
い
く
ら
い
ま
で
資
本
主
義
が
発

展
を
遂
げ
る
の
を
待
つ
ほ
か
な
い
。
だ
が
、

待
つ
だ
け
で
は
、
国
家
は
資
本
主
義
に
か
け

た
く
び
き
を
外
す
こ
と
は
な
い
。
法
を
そ
の

本
質
と
す
る
国
家
は
社
会
に
く
び
き
を
か
け

る
こ
と
を
存
在
理
由
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。

資
本
主
義
が
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
れ
に

制
約
を
加
え
た
が
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
世
界

の
各
国
は
「
経
済
安
全
保
障
」
の
名
の
も
と

に
企
業
の
活
動
を
法
で
規
制
し
始
め
て
い

る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
と
も
に
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
（
供
給
網
）
が
世
界
中
に
広
が

り
、
そ
の
ぶ
ん
だ
け
紛
争
や
災
害
で
寸
断
さ

れ
る
リ
ス
ク
も
増
大
し
た
。
そ
れ
を
回
避
す

る
こ
と
が
経
済
安
全
保
障
の
目
的
と
さ
れ
て

い
る
。 

　
個
人
や
企
業
の
自
由
を
奪
う
そ
う
し
た
国

家
の
習
性
に
歯
止
め
を
か
け
る
方
法
の
ひ
と

つ
が
、
吉
本
が
社
会
主
義
の
三
つ
の
条
件
の

ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
た
国
家
を
開
く
こ
と
、

具
体
的
に
は
一
般
の
住
民
大
衆
の
無
記
名
直

接
投
票
で
い
つ
で
も
政
府
を
リ
コ
ー
ル
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。 

　
そ
う
し
て
お
け
ば
、
資
本
主
義
が
今
後
さ

ら
に
発
展
し
、
国
家
に
よ
る
規
制
を
緩
め
て

も
破
綻
す
る
こ
と
な
く
自
立
し
て
前
進
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
国
家
が
旧
来
の
規

制
を
固
守
し
よ
う
と
し
た
り
、
新
た
な
規
制

を
加
え
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
を
阻
む
こ

と
が
で
き
る
。
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