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二

千
年
度
の
夕
焼
け
通
信
は
、
本
局
が
横
田
、
支
局
が
松
江
、
出
雲
郷
、
隠
岐
の
三
つ
の
ま
ま
始
ま
っ

た
。
内
容
は
と
い
う
と
、
Ｙ
氏
が
新
た
な
タ
イ
ト
ル
「
松
次
郎
じ
い
さ
ん
の
遺
書
」
で
、
短
歌
を

織
り
込
み
な
が
ら
綴
り
、
Ｍ
・
Ｉ
さ
ん
の
「
漫
画
道
楽
記
」
も
雑
誌
、
映
画
等
か
ら
話
題
を
取
り

上
げ
て
は
掲
載
を
続
け
て
い
る
。
Ｋ
・
Ａ
さ
ん
や
Ｔ
・
Ｈ
さ
ん
の
詩
も
毎
号
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
夕
焼
け

通
信
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
「
看
護
・
今
、
む
か
し
」
の
Ｍ
・
Ｎ
さ
ん
か
ら
は
自
身
の
看

護
師
体
験
等
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
Ｔ
・
Ｔ
さ
ん
か
ら
は
関
釡
裁
判
に
つ
い
て
裁
判
の
度
に
報
告
文
が
届
け

ら
れ
た
。
前
年
度
か
ら
投
稿
下
さ
っ
た
Ｙ
・
Ｙ
さ
ん
の
「
タ
イ
マ
グ
ラ
便
り
」
、
出
雲
の
Ｋ
・
Ｍ
さ
ん
か
ら

の
「
出
雲
弁
時
評
」
と
い
う
方
言
の
話
題
も
夕
焼
け
通
信
に
時
折
新
鮮
な
空
気
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
た
。 

　
そ
し
て
、
講
演
録
が
二
つ
。
一
つ
は
こ
の
年
の
二
月
に
横
田
で
行
わ
れ
た
志
村
真
氏
の
講
演
「
カ
ル
ト
っ

て
知
っ
て
い
ま
す
か
」
。
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
で
あ
る
か
た
わ
ら
、
統
一
教
会
問
題
や
オ
ウ
ム
真
理
教
問
題

に
取
り
組
み
、
信
者
や
家
族
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る
方
だ
。
一
九
九
五
年
に
起
き
た
地

下
鉄
サ
リ
ン
事
件
で
日
本
中
を
震
撼
さ
せ
た
オ
ウ
ム
真
理
教
、
安
部
元
首
相
銃
撃
事
件
を
機
に
一
気
に
世
間

の
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
統
一
教
会
を
主
に
取
り
上
げ
、
カ
ル
ト
に
ま
つ
わ
る
当
事
者
や
家
族
、

様
々
な
問
題
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
講
演
録
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
、
「
オ
ウ
ム
／
カ
ル
ト

問
題
の
そ
の
後
」
と
い
う
続
編
ま
で
綴
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。 

　
も
う
一
つ
は
、
同
年
七
月
に
や
は
り
横
田
で
行
わ
れ
た
浜
田
寿
美
男
氏
の
講
演
「
あ
り
の
ま
ま
を
生
き

る
」
と
題
し
た
甲
山
事
件
始
末
記
❘甲
山
事
件
の
二
十
五
年
か
ら
学
ぶ
も
の
❘だ
。
浜
田
氏
は
発
達
心
理
学
・

法
心
理
学
を
専
門
と
し
、
冤
罪
事
件
に
お
け
る
自
白
や
証
言
に
至
る
心
理
を
分
析
、
供
述
鑑
定
に
も
携
わ
っ

て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
九
七
四
年
に
兵
庫
県
西
宮
市
の
知
的
障
害
者
施
設
甲
山
学
園
で
起
き
た
二
人

の
園
児
の
死
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
講
演
さ
れ
て
い
る
。
副
題
に
も
あ
る
よ
う
に
決
着
に
二
十
五
年
か
か
っ

た
そ
の
事
件
、
裁
判
に
つ
い
て
の
詳
細
を
語
ら
れ
た
。
障
が
い
児
教
育
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
毎

回
興
味
深
く
読
ん
だ
も
の
だ
。 

　
横
田
で
の
暮
ら
し
に
馴
染
ん
で
き
て
い
る
編
集
長
は
、
「
続
ど
素
人
畑
作
日
記
」
を
引
き
続
き
連
載
。
前

年
に
短
編
小
説
め
い
た
も
の
に
挑
戦
し
て
い
た
私
は
、
「
忘
れ
ら
れ
ゆ
く
言
葉
た
ち
」
を
連
載
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
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聞
の
取
材
を
受
け
た
。
変
わ
っ
た
塾
を
記
事
に
し

て
い
る
と
い
う
。
前
に
テ
レ
ビ
で
も
同
じ
こ
と
を

言
わ
れ
た
。 

　
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
取
材
は
だ
い
た
い
引
き
受
け
る
こ
と
に
し

て
い
る
。
無
料
で
宣
伝
し
て
も
ら
え
る
の
に
加
え
て
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
受
け
て
い
る
と
、
自
分
の
考
え
を
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
だ
。
聞
か
れ
る
こ
と
は
い
つ
も
同
じ
で
、
な
ぜ
こ

ど
も
落
語
を
始
め
た
の
か
、
落
語
に
よ
っ
て
こ
ど
も
た
ち
は
ど

う
成
長
す
る
の
か
、
は
、
ほ
ぼ
百
パ
ー
セ
ン
ト
だ
。 

　
で
は
、
答
え
る
側
は
い
つ
も
同
じ
こ
と
を
答
え
て
い
る
か
、

と
言
わ
れ
る
と
、
こ
れ
が
毎
回
ち
が
う
。
そ
の
時
々
で
浮
か
ん

で
く
る
回
答
が
同
じ
じ
ゃ
な
い
の
だ
か
ら
し
か
た
が
な
い
。

し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
う
ー
ん
そ
う
だ
っ
た
か
な
あ
、

と
ど
こ
か
居
心
地
が
悪
く
な
っ
た
り
、
あ
あ
こ
れ
が
真
実
に
近

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
気
に
入
っ
た
り
し
て
い
る
。 

　
こ
ど
も
落
語
を
始
め
た
の
は
思
い
つ
き
だ
っ
た
の
で
、
何
ゆ

え
に
思
い
つ
い
た
か
は
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
仕
事
柄
、
ね
ら
い
だ
の
目
標
だ
の
を
ま
ず
掲
げ
よ
、
と
事

あ
る
ご
と
に
叩
き
込
ま
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
苦
痛
を
感
じ
る

教
師
だ
っ
た
の
だ
、
ぼ
く
は
。
だ
か
ら
散
ら
か
っ
た
ま
ま
と
り

あ
え
ず
始
め
て
し
ま
っ
た
。 

　
子
ど
も
た
ち
が
ど
ん
な
ふ
う
に
成
長
し
て
い
く
か
も
、
「
そ

れ
ぞ
れ
に
」
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ

で
は
話
が
進
ま
な
い
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
形
が
整
う
よ
う
な
こ

と
を
言
う
け
れ
ど
も
、
言
葉
に
し
た
そ
ば
か
ら
ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
漏

れ
て
い
く
も
の
の
方
に
気
持
ち
が
向
く
。 

　
そ
れ
で
も
、
幾
度
と
な
く
聞
か
れ
て
い
る
う
ち
に
、
始
め
た

こ
ろ
に
比
べ
れ
ば
肩
の
力
が
抜
け
て
き
た
し
、
当
た
ら
ず
と
も

遠
ざ
か
り
方
は
減
っ
て
い
る
よ
う
な
気
は
し
て
い
る
。
少
し
ず

つ
止
揚
で
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

　
本
の
始
末
に
奥
出
雲
に
通
う
の
も
終
わ
り
が
近
づ
い
て
き

た
。
あ
ら
か
た
処
分
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
折
に
触
れ
て
手
に
す

る
だ
ろ
う
と
思
え
る
本
は
、
家
に
持
ち
帰
っ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
の
一
冊
が
岩
波
の
日
本
思
想
体
系
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
で
、

購
入
し
た
の
は
三
十
年
以
上
も
前
だ
。
ま
だ
買
書
に
熱
心
だ
っ

た
こ
ろ
で
、
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く
り
は
し
た
だ
ろ
う
が
ほ
と
ん
ど

読
ん
で
い
な
い
。
能
に
関
心
が
わ
い
た
こ
と
も
な
い
。
よ
く
も

ま
あ
い
つ
か
読
む
だ
ろ
う
程
度
の
軽
い
動
機
で
、
決
し
て
安
く

な
い
も
の
に
次
々
と
手
を
出
し
て
い
た
も
の
だ
。 

　
な
ぜ
か
、
背
表
紙
を
眺
め
て
い
た
ら
読
ん
で
み
た
く
な
り
、

風
姿
花
伝
と
校
注
者
加
藤
周
一
の
解
説
を
読
ん
だ
。
興
奮
し

た
。
世
阿
弥
や
室
町
時
代
の
猿
楽
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
変
し
た
。

と
て
も
不
遜
に
響
く
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
こ
ど
も
落
語
の
座
付
き

作
者
が
日
々
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
と
い
く
つ
も
い
く
つ
も
重

な
る
の
だ
。
も
し
ま
た
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
あ
っ
た
と
し

た
ら
、
次
は
世
阿
弥
が
チ
ラ
リ
と
出
て
き
そ
う
だ
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
イ
ラ
ン
が
ア
メ
リ
カ
と

30イ
ス
ラ
エ
ル
の
力
に
屈
し
て
停
戦
に
応
じ

た
。 

年
金
生
活
者
　
ア
メ
リ
カ
の
攻
撃
が
始
ま
る

前
、
ア
ラ
ブ
研
究
調
査
セ
ン
タ
ー
（
エ
ジ
プ

ト
）
主
任
研
究
員
の
ハ
ニ
・
ス
レ
イ
マ
ン

は
、
イ
ラ
ン
は
「
普
通
の
国
」
に
な
る
と
い

う
予
測
を
朝
日
新
聞
で
語
っ
て
い
る
。 

《
イ
ラ
ン
は
核
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
け
で
な

く
、
イ
ス
ラ
ム
革
命
の
柱
で
あ
る
「
革
命
の

輸
出
」
も
失
う
可
能
性
が
高
い
。
イ
ラ
ン
か

ら
支
援
を
受
け
て
き
た
中
東
各
地
の
武
装
組

織
も
軍
事
的
、
経
済
的
な
力
を
失
っ
て
い

く
。
イ
ラ
ン
は
「
普
通
の
国
」
と
な
り
、
地

域
で
の
役
割
や
周
辺
諸
国
と
の
関
係
も
変
わ

る
だ
ろ
う
。
》
（
６
月 

日
朝
刊
） 
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代
　
イ
ラ
ン
が
「
普
通
の
国
」
に
な
る
と

30は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

年
金
　
か
つ
て
ペ
ル
シ
ャ
帝
国
と
呼
ば
れ
た

歴
史
を
持
つ
イ
ラ
ン
は
、
今
も
そ
の
伝
統
を

残
し
、
中
東
の
「
地
域
帝
国
」
と
し
て
振
る

舞
っ
て
い
る
。
「
帝
国
」
の
特
徴
の
ひ
と
つ

は
服
属
国
を
従
え
て
い
る
こ
と
だ
。
イ
ラ
ン

の
場
合
、
反
イ
ス
ラ
エ
ル
・
反
米
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
「
抵
抗
の
枢
軸
」
を
構
成
す
る
ガ
ザ

の
「
ハ
マ
ス
」
、
レ
バ
ノ
ン
の
「
ヒ
ズ
ボ

ラ
」
、
イ
エ
メ
ン
の
「
フ
ー
シ
派
」
な
ど
の

武
装
組
織
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
ス
レ
イ
マ

ン
は
、
そ
れ
ら
の
組
織
が
弱
体
化
す
る
こ
と

で
イ
ラ
ン
が
「
普
通
の
国
」
に
な
る
と
言

う
。
す
な
わ
ち
「
帝
国
」
で
は
な
く
な
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
だ
。 

　
「
帝
国
」
で
あ
る
イ
ラ
ン
が
「
国
民
国

家
」
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
に
攻
撃
さ
れ
、
核

施
設
や
イ
ン
フ
ラ
を
破
壊
さ
れ
る
の
を
止
め

ら
れ
な
か
っ
た
さ
ま
は
、 

世
紀
の
「
帝

19

国
」
だ
っ
た
中
国
（
清
）
が
、
西
欧
の
「
国

民
国
家
」
の
武
力
に
屈
し
て
半
植
民
地
化
さ

れ
た
さ
ま
と
重
な
る
。 

　
「
国
民
国
家
」
は
戦
争
に
強
い
の
が
特
徴

だ
。
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
世
界
に
先
駆

け
て
資
本
主
義
化
に
成
功
し
、
そ
の
経
済
力

で
軍
隊
を
近
代
化
し
た
こ
と
だ
。
も
う
ひ
と

つ
は
、
国
家
は
国
民
の
も
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
そ
れ
を
守
る
の
は
国
民
自
身
だ
と
い

う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と

だ
。
こ
れ
に
対
し
、
封
建
制
か
ら
の
脱
却
に

後
れ
を
と
っ
た
当
時
の
「
帝
国
」
は
軍
備
の

近
代
化
が
追
い
つ
か
ず
、
国
民
自
身
が
国
家

を
守
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
な
か
っ

た
。 

　
イ
ラ
ン
の
置
か
れ
た
現
状
は
そ
れ
に
似
て

い
る
。
だ
か
ら
、
資
本
主
義
の
発
展
を
促
す

た
め
に
、
西
側
諸
国
に
よ
る
経
済
制
裁
の
解

除
を
な
ん
と
し
て
も
実
現
し
た
い
。
軍
備
の

近
代
化
も
早
急
に
進
め
た
い
。
そ
の
い
ち
ば

ん
手
っ
取
り
早
い
方
法
は
核
武
装
す
る
こ
と

だ
。
イ
ラ
ン
は
す
ぐ
に
は
核
武
装
ま
で
行
か

な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
い
つ
で
も
そ
れ
が

で
き
る
だ
け
の
技
術
を
持
と
う
と
し
て
い

た
。 

 

代
　
イ
ラ
ン
は
核
施
設
を
壊
さ
れ
て
核
武

30装
を
あ
き
ら
め
る
だ
ろ
う
か
。 

年
金
　
「
帝
国
」
の
特
徴
を
も
う
ひ
と
つ
あ

げ
る
と
、
域
内
だ
け
で
な
く
域
外
で
も
権
力

を
行
使
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
。
核
兵
器
は

そ
の
強
力
な
手
段
と
な
る
。
現
在
の
「
帝

国
」
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
核
を
保
有
し
て

い
る
。
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
、
中
国
の
各

「
帝
国
」
は
核
大
国
で
あ
り
、
欧
州
の
「
帝

国
」
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
の
域
内
に
も
核
が
配
備
さ

れ
て
い
る
。

　
中
東
の
「
地
域
帝
国
」
と
し
て
イ
ラ
ン
が

望
ん
だ
核
の
保
有
、
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る

段
階
に
至
る
道
は
、
今
回
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
攻
撃
に
よ
っ
て
、
当
面
は

断
た
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

「
抵
抗
の
枢
軸
」
の
弱
体
化
と
相
俟
っ
て
、

イ
ラ
ン
が
「
帝
国
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を

困
難
に
す
る
だ
ろ
う
。 

 

代
　
ア
メ
リ
カ
は
当
初
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の

30イ
ラ
ン
攻
撃
を
「
米
国
は
関
与
し
て
い
な

い
」
と
人
ご
と
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
の

に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
優
勢
が
決
定
的
に
な
る

と
、
軍
事
介
入
を
選
択
し
た
。 

年
金
　
政
治
を
デ
ィ
ー
ル
と
考
え
る
ト
ラ
ン

プ
と
し
て
は
、
状
況
に
応
じ
て
方
針
を
変
え

る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。 

　
こ
れ
に
対
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
姿
勢
は
一

貫
し
て
い
る
。
イ
ラ
ン
を
軍
事
的
に
も
経
済

的
に
も
弱
体
化
さ
せ
、
核
武
装
を
さ
せ
な
い

た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
が
な
ん
と
言
お
う

と
、
手
段
を
選
ば
な
い
。 

　
そ
の
背
景
と
し
て
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
考
え

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
主
犯
は
ナ
チ
ス

ド
イ
ツ
だ
っ
た
が
、
欧
州
の
諸
国
は
そ
れ
を

止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
国
民
に
同
質
性
を
求

め
、
異
質
性
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
「
国
民

国
家
」
の
特
性
が
極
端
化
し
た
時
代
が
背
景

に
あ
っ
た
。 

　
迫
害
さ
れ
た
の
は
自
分
た
ち
が
「
国
民
国

家
」
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
、
そ
れ

を
持
と
う
と
イ
ス
ラ
エ
ル
を
建
国
し
た
の
が
シ

オ
ニ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
だ
。
国
家
は

国
民
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
守

る
の
は
国
民
自
身
だ
と
い
う
「
国
民
国
家
」
の

理
念
は
、
自
国
の
防
衛
は
で
き
る
だ
け
他
国
に

頼
ら
な
い
と
い
う
理
念
で
も
あ
る
。 

　
イ
ス
ラ
エ
ル
は
そ
れ
が
徹
底
し
て
い
る
。

「
国
民
国
家
」
と
い
う
の
は
他
の
国
や
民
族

を
迫
害
し
か
ね
な
い
と
い
う
疑
念
を
決
し
て

捨
て
な
い
。
欧
州
の
諸
国
が
い
く
ら
友
好
的

な
姿
勢
を
示
し
て
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
警
戒

を
解
い
て
は
い
な
い
は
ず
だ
。
イ
ス
ラ
エ
ル

が
名
実
と
も
に
軍
事
同
盟
と
呼
べ
る
も
の
を

結
ん
で
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
あ
る
の

も
、
そ
れ
が
背
景
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。 

　
ア
メ
リ
カ
は 

世
紀
後
半
ま
で
、
「
国
民

20

国
家
」
で
は
な
く
覇
権
国
家＝

「
世
界
帝

国
」
だ
っ
た
。
「
帝
国
」
の
特
性
の
ひ
と
つ

は
「
国
民
国
家
」
の
「
同
質
性
」
と
は
対
照

的
に
「
多
様
性
」
に
あ
る
。
そ
れ
が
ア
メ
リ

カ
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
例
外
に
し
て
い

る
要
因
の
ひ
と
つ
だ
。 

　
だ
が
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
は
覇
権
国
家＝

「
世
界
帝
国
」
の
座
か
ら
ず
り
落
ち
つ
つ
あ

り
、
ト
ラ
ン
プ
は
そ
の
た
め
の
リ
ス
ト
ラ
を

急
い
で
い
る
。
そ
う
い
う
過
渡
期
の
不
安
定

さ
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
頻
繁
な
方
針
変
更

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
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イランはどうなるか


