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夕

焼
け
通
信
八
年
目
も
年
が
改
ま
っ
た
。
新
し
い
日
記
帳
の
「
は
じ
め
に
」
の
ペ
ー
ジ
に
こ
う

書
い
て
い
る
。
「
二
十
一
世
紀
は
科
学
の
世
紀
？
　
ロ
ボ
ッ
ト
が
支
配
し
、
ハ
イ
テ
ク
の
時

代
？
　
い
や
、
二
十
世
紀
の
反
省
の
時
代
、
失
っ
た
も
の
を
取
り
戻
す
時
代
、
人
間
性
を
回

復
す
る
時
代
だ
。
謙
虚
に
振
り
返
り
、
過
ち
を
つ
ぐ
な
い
、
妄
想
に
か
ら
れ
な
い
世
紀
を
作
り
た
い
も
の

だ
」 

　
Ｋ
・
Ａ
さ
ん
は
、
『
新
世
紀
が
や
っ
て
き
た
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
詩
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。 

「
七
才
の
夏
／
ア
ポ
ロ
十
三
号
が
月
へ
行
っ
た
／
二
十
一
世
紀
に
は
宇
宙
旅
行
が
で
き
る
か
し
ら
／
小
学

生
の
わ
た
し
は
思
っ
て
い
た
／
／
十
四
歳
の
頃
／
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
大
予
言
が
話
題
に
な
っ
た
／
二

十
一
世
紀
に
は
み
ん
な
死
ん
で
し
ま
う
の
か
し
ら
／
中
学
生
の
私
は
思
っ
て
い
た
／
／
昨
日
の
つ
づ
き

は
今
日
／
今
日
の
つ
づ
き
は
明
日
／
二
十
世
紀
の
つ
づ
き
は
二
十
一
世
紀
／
渋
谷
で
は
　
カ
ウ
ン
ト
ダ

ウ
ン
に
熱
狂
し
た
若
者
が
／
ガ
ラ
ス
屋
根
を
突
き
破
っ
て
落
ち
／
世
田
谷
で
は
　
一
家
殺
人
の
犯
人
が

捕
ま
ら
な
い
ま
ま
／
二
〇
〇
一
年
は
や
っ
て
き
た
／
／
二
十
一
世
紀
が
く
れ
ば
幸
せ
が
く
る
と
で
も
い
う

よ
う
な
／
あ
ま
り
の
歓
迎
ぶ
り
に
／
顔
赤
ら
め
て
　
太
陽
は
の
ぼ
り
／
世
界
じ
ゅ
う
に
新
世
紀
の
夜
明

け
を
届
け
た
／
／
人
類
は
滅
亡
し
ま
せ
ん
で
し
た
／
宇
宙
旅
行
は
夢
の
ま
た
夢
／
三
十
八
歳
の
　
不
器

用
な
わ
た
し
が
こ
こ
に
い
ま
す
／
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
ケ
ー
タ
イ
で
し
ゃ
べ
る
／
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
不

安
な
人
が
増
え
ま
し
た
／
い
っ
し
ょ
に
い
て
も
　
そ
れ
ぞ
れ
に
メ
ー
ル
を
し
て
る
／
不
思
議
な
友
だ
ち
カ

ン
ケ
イ
が
増
え
ま
し
た
／
そ
の
う
ち
み
ん
な
　
無
言
で
画
面
ば
か
り
を
見
つ
め
／
生
身
の
人
間
よ
り
機

械
の
ほ
う
が
ほ
っ
と
す
る
　
　
な
ん
て
／
言
い
出
す
時
代
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
／
／
新
世
紀
お
め
で

と
う
／
あ
な
た
の
顔
を
見
て
言
い
た
い
の
で
す
／
わ
た
し
の
声
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
」 

　
新
世
紀
に
な
っ
て
四
半
世
紀
が
経
っ
た
。
失
っ
た
も
の
を
取
り
戻
し
て
い
る
？
　
人
間
性
が
回
復
し

て
い
る
？
　
謙
虚
な
振
り
返
り
が
で
き
て
い
る
？
　
Ｋ
・
Ａ
さ
ん
詩
の
最
後
か
ら
二
連
目
に
書
か
れ
て

い
る
こ
と
が
普
通
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
八
十
億
を
超
え
る
人
類
が
我
が
物
顔
で
地
球
を
支
配

し
、
自
然
を
変
え
、
そ
の
つ
け
で
大
災
害
が
起
こ
っ
て
い
る
。
同
類
を
も
攻
撃
す
る
と
い
う
行
動
は
激

化
し
、
各
地
で
紛
争
が
起
き
て
い
る
。
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
大
予
言
は
外
れ
た
と
も
言
い
き
れ
な
い
。
詩

の
中
の
「
二
十
一
世
紀
に
は
み
ん
な
死
ん
で
し
ま
う
の
か
し
ら
」
が
現
実
味
を
帯
び
て
き
て
い
る
。
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年
な
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
孫
ち
ゃ
ん
の
顔
を
見
に
娘
夫

婦
の
住
む
街
へ
ド
ラ
イ
ブ
が
て
ら
遊
び
に
行
こ
う

か
、
と
妻
と
話
し
て
い
る
頃
で
す
が
昨
年
外
国
へ

引
っ
越
し
て
し
ま
っ
た
の
で
暫
く
は
簡
単
に
会
う
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
つ
ま
ら
な
く
て
テ
ン
シ
ョ
ン
だ
だ
下
が
り
で
す
。 

　
な
ら
ば
せ
め
て
も
の
気
持
ち
と
し
て
、
孫
ち
ゃ
ん
へ
誕
生
日

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
贈
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
け
ど
何
せ
外
国
で

す
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
サ
ッ
パ
リ
わ
か
ら
な
い
の
で
調
べ

て
み
る
と
、
海
外
へ
個
人
的
な
荷
物
を
送
る
に
は
郵
便
局
の

国
際
郵
便
を
利
用
す
る
し
か
方
法
は
な
い
よ
う
で
す
。
と
は
い

え
迂
闊
な
も
の
を
送
れ
ば
税
関
で
引
っ
掛
か
る
こ
と
く
ら
い

は
無
知
な
爺
さ
ん
で
も
想
像
が
つ
き
ま
す
し
、
ち
ゃ
ん
と
届

く
か
な
ぁ
？
と
言
う
不
安
も
あ
り
ま
す
。 

　
あ
れ
こ
れ
送
っ
て
面
倒
な
こ
と
に
な
っ
て
も
ま
ず
い
の

で
、
娘
を
通
じ
て
孫
ち
ゃ
ん
ご
所
望
の
品
を
聞
く
と
、
あ
る

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
玩
具
と
絵
本
や
塗
り
絵
だ
っ
た
の
で
そ
れ
な

ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
意
を
決
し
て
送
る
段
取
り
を
始
め
ま
し

た
。
国
際
郵
便
の
Ｈ
Ｐ
で
調
べ
る
と
Ｅ
Ｍ
Ｓ
と
い
う
航
空
便
の

速
達
み
た
い
な
の
が
あ
っ
て
間
違
い
無
さ
そ
う
な
の
で
そ
れ

を
利
用
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
送
り
状
を
作
成
す
る
に
は

手
書
き
は
不
可
で
、
ネ
ッ
ト
か
ら
国
際
郵
便
マ
イ
ペ
ー
ジ
サ
ー

ビ
ス
に
登
録
し
て
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
従
っ
て
進
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。 

　
送
り
状
の
記
載
は
基
本
英
語
で
す
が
、
か
の
国
は
英
語
圏

で
は
な
い
の
で
宛
先
は
相
手
国
の
文
字
に
変
換
サ
イ
ト
を
利

用
し
て
直
し
ま
す
。
後
は
内
容
物
の
品
名
を
一
個
ず
つ
英
語
で

入
力
し
ま
す
が
、
例
え
ば
玩
具
で
もtoy

で
は
だ
め
で
具
体
的

な
表
記
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
国
際
郵
便
の
Ｈ
Ｐ
に
変
換

表
が
あ
る
の
で
大
抵
事
足
り
ま
す
。
中
身
の
値
段
が
一
定
金
額

を
越
え
る
と
関
税
が
掛
か
っ
て
厄
介
ら
し
い
の
で
要
注
意
で

す
。
そ
う
や
っ
て
入
力
を
進
め
て
、
プ
リ
ン
タ
ー
で
送
り
状
を

出
力
し
ま
す
。
後
は
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
ガ
ッ
チ
リ
梱
包
し
て
送
り

状
と
一
緒
に
郵
便
局
に
持
ち
込
ん
で
終
了
。
特
に
問
題
な
く

受
け
付
け
て
も
ら
え
た
の
で
一
安
心
。 

　
さ
て
そ
れ
か
ら
は
連
日
追
跡
サ
ー
ビ
ス
で
荷
物
の
確
認
で

す
。
Ｅ
Ｍ
Ｓ
は
早
い
と
聞
い
て
い
た
の
に
中
々
先
に
進
み
ま
せ

ん
。
途
中
税
関
に
差
し
戻
さ
れ
て
吃
驚
仰
天
、
何
が
ダ
メ

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
気
が
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト

で
調
べ
る
と
そ
の
国
で
は
恣
意
的
な
こ
と
が
よ
く
起
き
る
の

で
運
が
悪
か
っ
た
と
諦
め
て
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
ん

な
馬
鹿
な
！ 

　
散
々
気
を
揉
ん
だ
挙
句
無
事
税
関
を
通
過
、
漸
く
九
日
目

に
し
て
配
達
完
了
。
あ
ぁ
長
か
っ
た
。
娘
か
ら
、
段
ボ
ー
ル

箱
を
空
け
て
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
手
に
取
っ
て
喜
ぶ
孫
ち
ゃ
ん
の

動
画
が
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
手
間
を
掛
け
て
送
っ
た
甲
斐

が
あ
り
ま
し
た
、
や
れ
や
れ
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
２
０
０
１
年
に
ア
メ
リ

30カ
で
起
き
た
９
・ 

同
時
多
発
テ
ロ
の
あ

11

と
、
吉
本
隆
明
は
「
人
間
の
『
存
在
の
倫

理
』
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
無
関
係
の
人

び
と
の
存
在
そ
の
も
の
を
奪
う
無
差
別
殺
人

は
こ
の
倫
理
に
反
す
る
と
批
判
し
た
。
パ
レ

ス
チ
ナ
人
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
よ

う
な
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ
ザ
攻
撃
は
そ
れ
と
同

様
の
所
業
と
言
え
る
。 

年
金
生
活
者
　
「
人
間
の
『
存
在
の
倫

理
』
」
の
意
味
を
『
超
「
戦
争
論
」
上
』
を

も
と
に
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

（
１
）
自
分
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
の
は

父
母
の
性
行
為
が
原
因
で
あ
り
、
ず
っ
と
さ
か

の
ぼ
れ
ば
、
自
然
の
偶
然
的
な
作
用
で
生
命
が

生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
自
分
が
生
ま
れ
た
こ
と

に
自
分
は
責
任
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。 

（
２
）
し
か
し
、
自
分
が
こ
の
世
に
存
在
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
地
球
上
の
ど
こ

か
に
場
所
を
占
め
、
生
命
を
維
持
す
る
た
め

に
日
々
の
糧
を
必
要
と
す
る
こ
と
だ
か
ら
、

自
分
の
存
在
そ
れ
自
体
が
自
己
と
他
の
存
在

に
影
響
を
与
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

（
３
）
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
責
任
は
他
人

に
は
転
嫁
で
き
な
い
も
の
で
、
自
分
で
引
き

受
け
る
し
か
な
く
、
そ
れ
は
「
人
間
の
『
存

在
の
倫
理
』
」
と
言
う
ほ
か
な
い
も
の
だ
。 

 

代
　
そ
れ
が
「
殺
す
な
」
に
帰
着
す
る
の

30は
な
ぜ
だ
。 

年
金
　
（
２
）
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

個
人
は
生
き
て
い
る
限
り
常
に
特
定
の
場
所

を
占
め
ざ
る
を
得
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

特
定
の
場
所
し
か
占
め
ら
れ
な
い
。
ま
ん
べ

ん
な
く
ど
の
場
所
も
占
め
る
よ
う
な
、
普
遍

的
な
存
在
の
仕
方
は
で
き
な
い
。 

　
こ
の
こ
と
は
個
人
は
限
定
さ
れ
た
存
在
、

個
別
的
な
存
在
、
普
遍
性
を
欠
い
た
存
在
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
欠

如
」
を
抱
え
た
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
「
欠
如
」
は
母
か
ら
離
れ
る
生
誕

時
に
生
じ
る
。 

　
生
ま
れ
る
前
の
胎
児
は
母
胎
の
宇
宙
と
一

体
で
あ
り
、
お
の
れ
が
宇
宙
そ
の
も
の
で
も

あ
る
。
宇
宙
的
な＝

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な＝

普

遍
的
な
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
個
人
も
個

別
性
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
世
界
に
生
ま
れ

る
こ
と
、
母
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
普

遍
性
か
ら
脱
落
す
る
こ
と
、
個
別
的
な
存

在
、
限
定
さ
れ
た
存
在
に
な
る
こ
と
、
つ
ま

り
「
欠
如
」
を
抱
え
た
存
在
に
な
る
こ
と
を

意
味
す
る
。 

　
そ
の
こ
と
は
こ
の
世
に
存
在
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
生
じ
る
責
任
の

取
り
方
の
方
向
を
決
め
る
。
「
欠
如
」
を
抱

え
た
個
人
が
、
や
は
り
「
欠
如
」
を
抱
え
た

他
の
個
人
に
対
し
て
出
来
る
こ
と
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
互
い
の
「
欠
如
」
を
埋
め
合
わ

せ
、
個
別
性
を
少
し
で
も
脱
し
て
普
遍
性
に

近
づ
く
こ
と
だ
。
そ
れ
は
相
手
の
存
在
を
否

定
し
て
い
て
は
不
可
能
な
こ
と
だ
。 

 

代
　
埋
め
合
わ
せ
る
と
い
っ
て
も
、
「
欠

30如
」
は
目
に
見
え
な
い
。 

年
金
　
「
欠
如
」
は
生
理
的
な
レ
ベ
ル
で
は

「
欲
求
」
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
胎
内
に

い
る
あ
い
だ
は
栄
養
が
へ
そ
の
緒
を
介
し
て

自
動
的
に
供
給
さ
れ
る
。
母
か
ら
離
れ
て
し

ま
う
と
、
そ
れ
が
で
き
な
く
な
る
。
宇
宙
が

宇
宙
自
身
に
栄
養
を
供
給
し
て
い
た
の
が
、

生
誕
に
と
も
な
う
宇
宙
の
分
裂
で
絶
た
れ
て

し
ま
う
。
栄
養
は
求
め
な
い
限
り
供
給
さ
れ

な
く
な
る
。
栄
養
を
求
め
る
食
欲
と
い
う

「
欲
求
」
が
生
ま
れ
る
。

　
乳
児
は
こ
の
「
欲
求
」
を
泣
き
声
に
よ
っ

て
表
出
す
る
。
や
が
て
成
長
し
て
言
葉
を
覚

え
る
と
、
「
欲
求
」
を
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て

伝
え
る
よ
う
に
な
る
。
ラ
カ
ン
は
そ
れ
を

「
要
求
」
と
呼
ん
で
、
生
理
的
な
「
欲
求
」

と
区
別
し
た
。 

　
こ
の
「
要
求
」
は
言
葉
を
介
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
生
理
的
な
「
欲
求
」
の
対
象
（
乳

房
）
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
満
た
す
こ
と
の

で
き
る
存
在
そ
の
も
の
（
母
）
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
、
子
は
常
に
そ
の
両
方
を
求
め
る

よ
う
に
な
る
。 

　
生
理
的
な
「
欲
求
」
の
対
象
を
求
め
る

「
要
求
」
が
個
別
的
な
対
象
へ
の
「
要
求
」

だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
満
た
す
存
在
そ
の
も

の
を
求
め
る
「
要
求
」
は
普
遍
的
な
対
象
へ

の
「
要
求
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か

ら
、
両
者
の
間
に
は
落
差
が
あ
る
。
そ
れ
は

母
か
ら
の
分
離
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
欠
如
」

の
あ
ら
わ
れ
方
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
言
い
換

え
れ
ば
、
言
葉
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
た

「
欠
如
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が

ラ
カ
ン
の
想
定
し
た
「
欲
望
」
を
起
動
す

る
。 

　
こ
の
「
欠
如
」
は
、
人
間
が
母
胎
の
宇
宙

に
帰
還
で
き
な
い
以
上
、
消
す
こ
と
が
で
き

な
い
。 

 

代
　
「
欲
望
」
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な

30い
。 

年
金
　
ど
う
し
て
も
満
た
そ
う
と
す
れ
ば
、

命
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
。 

　
「
欲
望
」
が
個
別
的
な
対
象
へ
の
「
要

求
」
と
普
遍
的
な
対
象
へ
の
「
要
求
」
の
落

差
か
ら
生
じ
る
と
し
た
ら
、
「
欲
望
」
を
満

た
す
に
は
、
「
要
求
」
を
ど
ち
ら
か
に
一
本

化
す
る
し
か
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ど
ち

ら
か
一
方
の
「
要
求
」
を
倍
増
さ
せ
、
他
方

の
「
要
求
」
を
ゼ
ロ
に
す
る
ほ
か
な
い
。 

　
「
要
求
」
の
倍
増
と
は
「
要
求
」
の
過
剰

化
だ
。
個
別
的
な
対
象
へ
の
「
要
求
」
の
過

剰
化
は
、
例
え
ば
暴
飲
暴
食
で
あ
り
、
好
色

で
あ
り
、
乱
費
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
、
摂
食
障
害
、
セ
ッ
ク
ス
依

存
症
、
恋
愛
依
存
症
、
買
い
物
依
存
症
に
つ

な
が
る
こ
と
が
あ
る
。 

　
普
遍
的
な
対
象
へ
の
「
要
求
」
を
満
た
そ

う
と
す
る
こ
と
は
、
対
象
に
奉
仕
し
た
り
、

対
象
と
一
体
化
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と

だ
か
ら
、
そ
れ
が
過
剰
化
す
れ
ば
、
滅
私
奉

公
や
社
畜
化
、
国
家
主
義
、
党
派
へ
の
忠
誠

な
ど
と
な
り
、
集
団
へ
の
隷
従
、
自
由
の
放

棄
、
あ
る
い
は
逆
に
他
者
へ
の
攻
撃
の
常
習

化
、
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
に
つ
な
が
る
。 

　
ラ
カ
ン
は
「
自
ら
の
欲
望
に
忠
実
で
あ

れ
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
両
極
の
「
過
剰
」

を
排
し
、
満
た
さ
れ
な
い
「
欲
望
」
を
満
た

さ
れ
な
い
「
欲
望
」
の
ま
ま
保
持
し
続
け
る

こ
と
、
そ
れ
を
生
き
る
駆
動
力
と
す
る
こ
と

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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欠如と倫理


