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四
月
八
日
、
二
十
一
年
ぶ
り
に
長
岡
義
幸
さ
ん
と
お
会
い
し
た
。

『
物
語
の
あ
る
本
屋
』
（
ア
ル
メ
デ
ィ
ア
）
で
、
定
有
堂
の
こ
と
を

ご
紹
介
く
だ
さ
っ
て
以
来
だ
。
現
在
、
雑
誌
『
潮
』
で
「
書
店
を
歩

く
」
と
い
う
連
載
が
継
続
中
。
社
会
派
的
な
視
点
で
出
版
を
テ
ー
マ

に
レ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
。
地
域
の
中
で
書
店
が
ど
の
よ
う
に
所
を

得
て
い
る
か
を
丹
念
に
探
訪
す
る
仕
事
だ
。 

 

そ
の
連
載
の
中
で
、
定
有
堂
も
見
て
み
た
い
と
い
う
提
案
だ
っ

た
。
で
も
取
材
さ
れ
る
こ
と
に
、
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

「
物
語
」
へ
の
関
心
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。 

 

一
月
に
、
博
多
の
ブ
ッ
ク
ス
キ
ュ
ー
ブ
リ
ッ
ク
さ
ん
か
ら
、
ご
著

書
を
お
贈
り
い
た
だ
い
た
。
開
業
準
備
の
と
き
『
物
語
の
あ
る
本

屋
』
を
み
て
、
定
有
堂
を
訪
ね
た
、
と
記
し
て
あ
っ
た
。
こ
の
「
物

語
」
と
い
う
言
葉
が
新
鮮
に
よ
み
が
え
っ
た
。 

 

長
岡
さ
ん
は
、
「
物
語
の
あ
る
本
屋
」
は
奈
良
さ
ん
が
用
い
た
こ

と
ば
だ
と
い
う
。
わ
た
し
が
、
取
材
は
別
と
し
て
、
長
岡
さ
ん
に
再

会
し
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
そ
の
「
物
語
の
あ
る
本
屋
」
か
ら
出
発

し
た
定
有
堂
が
、
い
ま
は
「
物
語
の
な
い
本
屋
」
と
い
う
こ
と
ば
で

考
え
始
め
て
い
る
。
長
岡
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
？
と
聞
き
た
か
っ

た
か
ら
だ
。 

 

「
物
語
」
に
関
心
が
薄
れ
た
の
は
、
そ
の
物
語
が
、
個
性
派
と
同

義
だ
と
気
づ
い
た
か
ら
だ
。
差
別
化
と
同
じ
用
語
だ
。
活
気
の
あ
る

時
代
だ
っ
た
の
だ
。差
別
化
が
成
功
体
験
を
語
る
の
で
あ
れ
ば
、「
個

性
」
も
突
出
し
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

長
岡
さ
ん
は
、
「
物
語
が
な
い
」
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
、
と
問

う
。
自
分
で
も
本
当
の
と
こ
ろ
何
が
い
い
た
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。

「
縮
小
す
る
本
屋
」
で
し
ょ
う
か
、
と
こ
た
え
て
み
た
。 

 

土
日
し
か
営
業
し
な
い
本
屋
が
鳥
取
県
中
部
に
あ
る
。
平
日
は
農

作
業
手
伝
い
や
日
雇
い
仕
事
に
従
事
す
る
。
本
屋
と
名
乗
る
な
ら
本

屋
だ
、
と
い
う
原
点
が
こ
こ
に
あ
る
。
長
岡
さ
ん
に
ぜ
ひ
連
載
の
締

め
く
く
り
に
取
材
し
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
。 

 

わ
た
し
が
好
ん
で
使
っ
て
い
た
言
葉
は
、
「
本
屋
と
い
う
物
語
」

だ
と
思
い
だ
し
た
。
こ
れ
は
成
功
体
験
と
異
な
り
、
本
屋
的
人
間
十
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人
十
色
の
名
乗
り
に
、
関
心
を
寄
せ
る
も
の
だ
。 

 

近
年
、
本
屋
が
ま
ぶ
し
い
。
本
屋
的
人
間
は
、
引
い
て
生
き
る
道

筋
に
存
在
す
る
。
出
て
生
き
る
と
こ
ろ
に
「
個
性
」
が
あ
る
の
な
ら

ば
、
「
個
性
」
が
消
え
る
と
こ
ろ
に
は
じ
ま
る
「
物
語
」
に
、
こ
こ

ろ
が
魅
か
れ
る
。 

 

「
物
語
が
な
い
」
と
い
う
「
物
語
」
が
あ
る
、
と
長
岡
さ
ん
は
指

摘
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
す
る
と
わ
た
し
が
、
こ
こ
ろ
に
反
芻
し
て
い

る
の
は
、
物
語
を
書
き
替
え
た
い
と
い
う
思
い
つ
き
な
の
か
。 

 

最
近
、
「
循
環
」
を
大
切
に
思
う
。
七
転
び
八
起
き
と
も
い
う
。

粘
り
強
く
書
き
替
え
る
。
そ
れ
を
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
」
と
い
う
言
葉
で

考
え
て
い
る
。
セ
オ
リ
ー
の
反
対
の
言
葉
だ
。
一
般
性
よ
り
偶
然
性

を
重
視
す
る
。
本
屋
的
人
間
は
、
も
と
も
と
十
人
十
色
の
生
き
方
の

発
見
だ
。
本
屋
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
本
屋
と
い
う
名
乗
り
が
循
環

を
生
み
出
し
て
い
る
だ
け
だ
。 

 

長
岡
さ
ん
は
、「
本
屋
の
青
空
」
っ
て
言
っ
て
た
よ
ね
、
と
い
う
。

棚
づ
く
り
に
必
要
な
の
は
、
「
窓
」
を
ひ
と
つ
作
る
こ
と
。
棚
が
ひ

と
目
で
理
解
で
き
る
よ
う
な
核
と
な
る
本
を
面
展
で
立
て
る
。
そ
れ

が
窓
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
だ
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
あ
っ
て
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
超
え
て
見
せ
る
力
が
な
け
れ
ば
「
棚
」
は
死
ぬ
。
本
屋
空

間
で
、
本
自
体
が
、
そ
こ
に
「
本
」
が
並
ぶ
理
由
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
オ
ー
ラ
が
消
え
る
。
そ
れ
も
、
「
窓
」
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
な
の
だ
。
本
屋
空
間
に
窓
が
ひ
ら
け
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
本

屋
の
青
空
」
だ
。
「
本
」
が
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
啓
示

で
も
あ
る
。 

 

「
物
語
の
な
い
本
屋
」
、
そ
れ
は
名
乗
り
に
支
え
ら
れ
た
本
屋
だ
。

そ
ん
な
「
も
の
が
た
り
」
（
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
）
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
？ 

ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
小
冊
子
の
副
題
に
あ
る
「
本
の
ビ

オ
ト
ー
プ
」
が
そ
の
入
口
だ
。
そ
し
て
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
が
「
音
信

不
通
」
。
成
長
の
物
語
で
は
な
く
、
縮
小
へ
と
書
き
替
え
ら
れ
る
ナ

ラ
テ
ィ
ヴ
な
「
も
の
が
た
り
」
な
の
だ
。 
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