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そ

れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
十
月
二
十
二
日
に
夕
焼
け
通
信
は
四
百
号
に
達
し
た
。
三
百
号
の
よ
う

な
圧
巻
で
は
な
い
。
い
つ
も
通
り
の
夕
焼
け
通
信
で
あ
る
。
編
集
後
記
は
次
の
通
り
。 

「
四
百
号
は
区
切
り
と
い
う
気
が
し
な
い
の
で
、
淡
々
と
迎
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
が…

。
編
集
人
の
困
惑
を
お
察
し
く
だ
さ
い
。
で
も
、
こ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
贈
っ
て
く
れ
る
人
が
い

て
く
れ
る
こ
と
を
ほ
ん
と
う
に
う
れ
し
く
そ
し
て
あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
」 

編
集
人
を
困
惑
さ
せ
た
の
は
、
Ｋ
・
Ａ
さ
ん
か
ら
編
集
長
宛
て
に
寄
せ
ら
れ
た
手
紙
だ
。
長
い
の
で
抜
粋
を

載
せ
る
。 

　
「
夕
焼
け
」
が
四
百
号
を
迎
え
た
。
私
が
入
れ
て
も
ら
っ
て
か
ら
で
も
三
年
を
過
ぎ
た
。
思
え
ば
編
集
長

は
不
思
議
な
人
だ
。
こ
の
八
年
余
り
の
間
、
み
ん
な
の
原
稿
を
集
め
パ
ソ
コ
ン
で
編
集
し
、
自
分
も
原
稿
を

書
き
、
発
送
す
る
。
こ
れ
を
毎
週
や
っ
て
休
む
こ
と
が
な
い
。
「
大
変
で
し
ょ
う
」
と
い
う
と
「
い
い
や
」

と
涼
し
い
顔
を
し
て
言
う
の
で
あ
る
。…

（
中
略
）…

え
っ
、
と
思
う
よ
う
な
人
と
知
り
合
い
で
あ
っ
た
り

す
る
。
人
と
親
し
く
な
る
名
人
と
言
っ
て
い
い
。
併
せ
て
、
人
と
人
を
出
会
わ
せ
結
び
付
け
る
人
で
も
。 

…

（
中
略
）…

人
の
背
中
を
押
す
人
で
も
あ
る
。
は
じ
め
は
「
○
○
し
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
お
誘
い

だ
っ
た
り
、
「
お
願
い
が
あ
る
ん
だ
け
ど
」
と
い
う
控
え
め
な
お
願
い
で
あ
っ
た
り
す
る
。
け
し
て
押
し
つ

け
が
ま
し
く
は
な
い
の
だ
。
け
れ
ど
、
な
ぜ
か
そ
れ
に
応
え
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。…

（
中
略
）…

口
説
か

れ
た
人
数
知
れ
ず
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
誰
も
悪
く
思
わ
な
い
。
い
や
、
後
で
は
み
ん
な
感
謝
す
る
。
彼
は

い
ろ
い
ろ
な
人
の
人
生
を
豊
か
に
す
る
仕
掛
人
で
あ
る
。
本
人
は
「
そ
ん
な
つ
も
り
じ
ゃ
あ…

」
と
い
う
だ

ろ
う
け
ど
。…

（
中
略
）…

「
じ
ゃ
あ
、
次
の
区
切
り
の
四
百
号
に
載
せ
て
よ
。
そ
れ
な
ら
い
い
で
し
ょ

う
」
「
う
ー
ん…

」…

（
中
略
）…

今
頃
き
っ
と
す
ご
く
困
っ
た
顔
を
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
で
も
、
絶

対
載
せ
て
も
ら
う
つ
も
り
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
思
っ
て
い
る
人
が
き
っ
と
ほ
か
に
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と

思
う
か
ら
」 

　
Ｋ
・
Ａ
さ
ん
と
同
じ
思
い
で
共
に
歩
ん
で
三
十
余
年
。
淡
々
と
迎
え
た
四
百
号
を
通
過
し
、
そ
の
後
も
編

集
長
は
様
々
な
活
動
を
し
、
多
く
の
人
と
関
わ
り
続
け
つ
つ
、
編
集
、
執
筆
、
発
送
を
し
続
け
て
い
る
。
私

は
た
だ
夕
焼
け
通
信
と
い
う
船
に
乗
せ
て
い
た
だ
き
、
波
に
揺
ら
れ
て
き
た
だ
け
だ
。
そ
れ
で
も
淡
々
と
な

が
ら
、
こ
の
通
信
が
今
や
千
五
百
号
を
超
え
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
誇
ら
し
い
。
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じ

り
じ
り
と
首
筋
を
焦
が
す
強
烈
な
日
差
し
が
気
温

を
ぐ
ん
ぐ
ん
上
げ
て
、
日
本
海
に
囲
ま
れ
た
隠
岐

の
島
と
い
え
ど
も 

度
を
超
え
る
猛
暑
日
が
続

35

く
。
ぼ
く
が
隠
岐
の
島
で
暮
ら
し
た
の
は
も
う
三
十
年
も
前
に

な
る
。
そ
こ
で
四
度
の
夏
を
経
た
の
だ
が
、
こ
ん
な
常
軌
を
逸

し
た
暑
さ
は
、
そ
の
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
。 

　
こ
の
夏
、
二
度
隠
岐
に
渡
る
。
そ
の
一
度
目
が
こ
の
二
十

五
、
二
十
六
日
だ
っ
た
。
「
こ
ど
も
落
語
イ
ン
島
後
」
と
銘

打
っ
た
四
回
の
公
演
の
前
半
。
呼
ん
で
く
れ
た
の
は
、
実
行
委

員
会
だ
が
、
ま
あ
何
か
名
前
を
つ
け
な
い
と
か
っ
こ
う
が
つ
か

な
い
と
い
う
理
由
で
そ
う
し
た
だ
け
で
、
三
十
年
前
か
ら
親
し

く
し
て
い
る
人
た
ち
の
き
わ
め
て
個
人
的
な
つ
な
が
り
に
頼
っ

た
企
画
で
あ
る
。 

　
打
合
せ
や
会
場
の
下
見
も
あ
る
の
で
、
ぼ
く
は
一
行
と
は
別

に
一
日
早
く
入
島
し
、
迎
え
に
来
た
Ｓ
さ
ん
の
軽
ト
ラ
に
乗
っ

て
、
宿
泊
先
で
も
あ
る
Ｓ
さ
ん
宅
に
向
か
っ
た
。
そ
こ
は
周
囲

二
百
キ
ロ
の
円
形
を
な
す
島
後
の
ほ
ぼ
中
央
。
フ
ェ
リ
ー
や
高

速
船
が
発
着
す
る
西
郷
港
か
ら
車
で
約
十
五
分
と
い
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
。
隠
岐
の
最
高
峰
で
あ
る
大
満
寺
山
へ
と
連
な
る
里

山
を
背
に
し
、
前
に
は
田
ん
ぼ
が
広
が
る
。
Ｓ
さ
ん
の
家
に

は
、
自
宅
に
隣
接
す
る
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
が
あ
っ
て
、
ぼ
く
は
母

屋
も
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
も
何
度
か
泊
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

も
二
十
年
以
上
も
前
の
話
だ
。
ぼ
く
が
隠
岐
を
去
っ
た
後
に
、

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
「
遊
ら
ん
こ
」
と
名
付
け
ら
れ
、
名
付
け
親

で
あ
る
里
み
ち
こ
さ
ん
の
た
ゆ
た
う
よ
う
な
書
の
看
板
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。 

　
四
方
が
大
き
く
開
け
放
た
れ
て
、
網
戸
で
仕
切
っ
た
だ
け

の
、
ま
る
で
森
の
中
に
蚊
帳
を
吊
っ
た
か
の
よ
う
な
た
た
ず
ま

い
だ
が
、
そ
れ
で
も
猛
暑
に
変
わ
り
な
い
。
さ
す
が
に
寝
る
と

き
は
エ
ア
コ
ン
か
と
思
い
つ
つ
、
寄
席
の
準
備
に
遊
ら
ん
こ
を

後
に
す
る
。 

　
再
び
帰
っ
て
き
た
と
き
は
夕
方
五
時
を
過
ぎ
、
日
は
傾
い
て

い
た
。
裏
山
か
ら
入
り
込
ん
で
く
る
風
が
ひ
ん
や
り
感
じ
ら
れ

る
。
え
っ
、
も
し
か
し
て
、
と
扇
風
機
を
回
し
て
畳
の
上
で
寝

転
が
っ
て
み
る
と
暑
く
も
な
ん
と
も
な
い
。
網
戸
の
す
ぐ
先
に

は
奥
深
い
森
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
幼
い
こ
ろ

胸
躍
ら
せ
た
夏
休
み
の
風
景
そ
の
も
の
だ
。 

　
夜
は
、
柔
ら
か
く
流
れ
こ
ん
で
く
る
風
を
感
じ
て
い
る
う
ち

に
あ
っ
と
い
う
間
に
入
眠
。
目
覚
め
て
み
る
と
夜
明
け
ま
で
あ

と
少
し
と
い
う
時
間
だ
っ
た
。
東
の
空
が
白
ん
で
く
る
と
ヒ
グ

ラ
シ
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
日
脚
が
伸
び
る
に
つ
れ
て
音
量

が
上
が
っ
て
い
き
、
大
合
唱
を
経
て
、
ウ
グ
イ
ス
や
ホ
ト
ト
ギ

ス
の
鳥
や
虫
た
ち
に
交
代
し
て
い
っ
た
。
森
に
棲
む
植
物
や
動

物
の
夥
し
く
重
な
り
合
っ
た
い
の
ち
た
ち
に
包
ま
れ
て
い
る

と
、
自
分
も
そ
れ
と
等
し
い
一
つ
の
い
の
ち
な
の
だ
と
思
え
て

き
た
。
忘
れ
物
が
ひ
ょ
い
と
届
い
た
よ
う
に
し
て
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
衆
院
選
に
続
い
て
参
院

30選
で
も
自
公
が
過
半
数
割
れ
し
た
。 

年
金
生
活
者
　
選
挙
だ
け
で
は
政
策
の
決
定

が
で
き
な
い
状
態
が
い
っ
そ
う
進
む
。
個
々

の
政
策
ご
と
に
与
野
党
が
交
渉
し
、
世
論
調

査
結
果
が
そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
、

国
民
投
票
的
な
要
素
が
国
会
の
議
論
に
加
わ

る
可
能
性
が
出
て
き
た
。 

 

代
　
国
民
は
自
民
党
に
特
大
級
の
お
灸
を

30す
え
た
。 

年
金
　
お
灸
で
は
な
い
。
勘
当
し
た
。
初
め

て
の
こ
と
だ
。
２
０
０
９
年
の
民
主
党
へ
の

政
権
交
代
で
さ
え
は
勘
当
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
あ
と
に
安
倍
長
期
政
権
が
続
い
た
こ
と

が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
謝
れ
ば

赦
し
て
い
た
国
民
は
こ
ん
ど
ば
か
り
は
赦
さ

な
か
っ
た
。 

　
国
政
選
挙
で
２
度
続
い
た
自
公
の
過
半
数

割
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
次
の
言
葉
を
思
い
起

こ
さ
せ
る
。 

　
《
そ
も
そ
も
国
家
の
大
変
革
と
い
う
も
の

は
、
そ
れ
が
二
度
く
り
か
え
さ
れ
る
と
き
、

い
わ
ば
人
び
と
に
正
し
い
も
の
と
し
て
公
認

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
ナ
ポ
レ
オ
ン

が
二
度
敗
北
し
た
り
、
ブ
ル
ボ
ン
家
が
二
度

追
放
さ
れ
た
り
し
た
の
も
、
そ
の
例
で
す
。

最
初
は
た
ん
な
る
偶
然
な
い
し
可
能
性
と
思

え
て
い
た
こ
と
が
、
く
り
か
え
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
た
し
か
な
現
実
と
な
る
の
で

す
。
》
（
『
歴
史
哲
学
講
義
（
下
）
』
長
谷

川
宏
訳
） 

　
お
そ
ら
く
今
後
は
、
自
公
政
権
が
過
半
数

を
取
り
戻
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
常

態
化
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 

代
　
自
民
党
が
自
民
党
で
な
く
な
る
よ
う

30な
事
態
だ
。 

年
金
　
こ
れ
ま
で
多
く
の
国
民
に
と
っ
て
自

民
党
は
数
あ
る
政
党
の
ひ
と
つ
で
は
な
く
、

国
家
に
準
ず
る
存
在
だ
っ
た
。
そ
れ
を
勘
当

し
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
の
国
家
の
あ
り

方
、
現
在
の
民
主
主
義
の
仕
組
み
に
疑
念
を

突
き
つ
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
。 

　
そ
の
仕
組
み
と
は
、
成
田
悠
輔
の
い
う

「
代
議
者
や
政
党
に
あ
ら
ゆ
る
政
策
・
立
法

を
委
ね
る
『
一
括
間
接
代
議
民
主
主
義
』
と

で
も
言
う
べ
き
特
定
の
選
挙
制
度
」
だ

（
『 

世
紀
の
民
主
主
義
』
）
。
こ
れ
ま
で

22

国
民
は
選
挙
の
た
び
に
否
応
な
く
自
民
党

に
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
野
党
に
「
あ
ら
ゆ
る

政
策
・
立
法
を
委
ね
る
」
こ
と
を
強
い
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
と
、
こ
の
党
に

こ
の
政
策
は
や
っ
て
も
ら
い
た
い
が
、
あ
の

政
策
は
や
め
て
ほ
し
い
と
い
う
有
権
者
が
必

ず
出
て
く
る
。
要
求
が
多
様
化
し
た
現
在
は

な
お
さ
ら
だ
。 

 

代
　
様
々
な
政
策
を
と
り
そ
ろ
え
た
百
貨

30店
的
な
政
党
の
退
潮
と
、
政
策
を
絞
り
込
ん

だ
専
門
店
的
な
政
党
の
伸
長
が
参
院
選
の
結

果
に
あ
ら
わ
れ
た
。 

年
金
　
国
民
の
大
多
数
が
貧
乏
だ
っ
た
戦
後

し
ば
ら
く
は
、
貧
困
か
ら
の
脱
出
が
国
民
の

共
通
す
る
要
求
だ
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
の

時
代
に
入
る
と
、
要
求
は
「
よ
り
豊
か
に
」

に
変
化
し
た
。
豊
か
さ
が
現
実
の
も
の
に
な

る
と
、
マ
イ
ホ
ー
ム
な
ど
を
持
つ
中
間
層
が

形
成
さ
れ
、
そ
う
で
な
い
層
と
の
格
差
が
生

ま
れ
た
。
大
多
数
の
国
民
が
平
等
に
貧
し

か
っ
た
時
代
と
は
対
照
的
に
、
豊
か
さ
は
不

平
等
に
実
現
し
た
。 

　
そ
こ
か
ら
国
民
の
要
求
の
多
様
化
が
始

ま
っ
た
。
「
等
し
く
貧
し
い
者
た
ち
」
の
味

方
だ
っ
た
日
本
社
会
党
が
ま
ず
退
潮
し
た
。

右
派
が
民
社
党
を
結
成
し
、
や
が
て
社
会
党

本
体
も
、
中
間
層
を
主
要
な
支
持
層
と
す
る

民
主
党
に
吸
収
さ
れ
た
。
そ
の
民
主
党
も
解

体
し
、
野
党
の
多
党
化
が
進
ん
だ
。
多
様
化

し
た
国
民
の
要
求
の
う
ち
ど
れ
を
優
先
す
る

か
に
よ
っ
て
政
策
が
分
れ
、
そ
の
中
か
ら
専

門
店
的
な
新
興
野
党
が
生
ま
れ
た
。 

　
こ
れ
に
対
し
て
、
多
様
な
要
求
を
で
き
る

だ
け
ひ
と
つ
の
党
で
引
き
受
け
る
百
貨
店
的

な
構
え
を
取
っ
て
い
る
の
が
自
民
党
だ
。
そ

れ
に
対
す
る
不
満
の
受
け
皿
と
な
っ
た
の

が
、
「
手
取
り
を
増
や
す
」
の
国
民
民
主
党

や
「
日
本
人
フ
ァ
ー
ス
ト
」
の
参
政
党
と

い
っ
た
専
門
店
的
な
野
党
だ
。 

 

代
　
こ
れ
ま
で
の
政
党
政
治
の
あ
り
方
が

30問
い
直
さ
れ
た
選
挙
だ
っ
た
。 

年
金
　
政
党
ご
と
に
投
票
す
る
の
で
は
な
く
、

個
々
の
政
策
ご
と
に
投
票
す
る
選
挙
の
仕
組
み

が
以
前
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
。
国
民
投
票
を

小
刻
み
に
す
る
よ
う
な
や
り
方
だ
。 

　
多
様
化
が
進
む
社
会
で
は
、
個
人
は
Ｔ
Ｐ

Ｏ
に
応
じ
て
別
人
格
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ

と
を
強
い
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
人

の
内
部
も
多
様
化
が
進
み
、
複
数
の
異
な
る

人
格
が
同
居
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
状
態

に
な
る
。 

　
そ
の
前
提
に
立
つ
と
、
個
人
Ａ
を
構
成
す

る
人
格
Ａ
１
と
人
格
Ａ
２
は
、
た
と
え
ば
ひ

と
つ
の
政
策
を
め
ぐ
っ
て
違
う
意
見
を
持
つ

可
能
性
が
あ
る
。
Ａ
１
は
選
択
的
夫
婦
別
姓

の
導
入
に
賛
成
な
の
に
対
し
、
Ａ
２
は
子
供

の
姓
の
こ
と
を
考
え
る
と
迷
う
と
い
っ
た
ぐ

あ
い
に
。
こ
の
と
き
両
方
の
人
格
を
併
せ
持

つ
個
人
Ａ
は
、
同
姓
の
強
制
が
男
女
平
等
を

損
な
い
、
仕
事
な
ど
に
支
障
を
き
た
し
て
い

る
こ
と
は
た
し
か
だ
と
思
う
一
方
、
子
供
の

姓
が
一
方
の
親
と
異
な
っ
た
り
、
き
ょ
う
だ

い
間
で
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
り
す
る
と
困
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
思
案
し
て
い
る

状
態
に
あ
る
。 

　
こ
う
し
た
不
都
合
を
克
服
す
る
た
め
に
、

鈴
木
健
の
『
な
め
ら
か
な
社
会
と
そ
の
敵
』

は
「
個
人
民
主
主
義
」
か
ら
「
分
人
民
主
主

義
」
へ
の
転
換
を
主
張
す
る
。
「
分
人
」
は

個
人
Ａ
の
中
の
人
格
Ａ
１
や
Ａ
２
に
相
当
す

る
。
そ
の
Ａ
１
と
Ａ
２
に
個
人
Ａ
の
１
票
を

自
分
の
望
む
比
率
で
分
配
し
て
投
票
で
き
る

選
挙
の
仕
組
み
を
鈴
木
は
提
唱
し
て
い
る
。 

 

代
　
実
現
可
能
か
ど
う
か
は
疑
問
だ
。 

30年
金
　
少
数
与
党
化
が
完
成
し
た
国
会
は
、

与
党
に
「
あ
ら
ゆ
る
政
策
・
立
法
を
委
ね

る
」
こ
と
が
不
可
能
に
な
り
、
政
策
ご
と
に

選
択
を
し
直
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
初
め

に
言
っ
た
よ
う
に
、
選
挙
結
果
だ
け
で
な

く
、
世
論
調
査
結
果
が
国
民
投
票
的
な
役
割

を
帯
び
て
そ
の
方
向
を
左
右
す
る
可
能
性
が

高
ま
る
。
政
党
で
は
な
く
、
個
々
の
政
策
を

選
択
す
る
民
主
主
義
に
わ
ず
か
な
ら
近
づ
い

て
い
く
だ
ろ
う
。
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「少数与党」と
いう民意


