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最
近
思
う
こ
と

先
日
お
会
い
し
た
方
は
､
と
て
も
素
晴
ら
し
い
方
だ

っ
た
｡
彼
は
､
高
校
を
卒
業
し
て
､
入
社
し
て
か
ら
定

年
退
職
ま
で
同
じ
会
社
で
働
き
'
ま
じ
め
に
'
仕
事
を

し
て
生
き
て
き
た
｡
惜
し
ま
れ
な
が
ら
､
そ
の
会
社
を

退
職
し
た
彼
の
姿
は
､
本
当
の
自
分
自
身
に
立
ち
返
っ

て
､
自
分
は
結
局
こ
れ
で
よ
い
の
だ
と
､
自
分
自
身
で

確
信
し
､
自
分
ら
し
さ
の
中
に
し
っ
か
り
と
足
を
据
え

て
､
全
く
動
揺
が
な
か
っ
た
｡
他
の
人
に
は
､
ど
う
思

わ
れ
よ
う
と
も
､
し
っ
か
り
と
し
た
自
分
自
身
を
築
き
､

自
分
の
道
に
精
進
し
て
こ
そ
､
雲
ひ
と
つ
な
い
､
晴
れ

晴
れ
と
し
た
'
心
境
が
開
け
る
と
思
う
｡
彼
は
'
今
､

念
願
で
あ
っ
た
畑
仕
事
に
専
念
し
て
い
る
｡

｢
こ
れ
で
よ
い
の
だ
｣
と
肯
定
で
き
る
'
燃
焼
し
き

っ
た
'
人
生
の
中
で
､
同
事
に
､
人
は
､
寂
し
さ
や
苦

し
み
を
知
る
と
思
う
｡
そ
し
て
､
全
て
の
人
も
､
寂
し

さ
や
苦
し
み
を
抱
え
て
い
る
と
知
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ

で
初
め
て
､
人
は
自
分
以
外
の
者
つ
ま
り
､
他
者
を
許

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
相
田
み
つ

を
さ
ん
の
歌
を
紹
介
し
た
い
｡

だ
れ
に
だ
っ
て
あ
る
ん
だ
よ
/
ひ
と
に
は
い
え
な

い
く
る
し
み
が
/
だ
れ
に
だ
っ
て
あ
る
ん
だ
よ
/

ひ
と
に
は
い
え
な
い
か
な
し
み
が
/
た
だ
　
だ
ま

っ
て
い
る
だ
け
な
ん
だ
よ
/
い
え
ば
ぐ
ち
に
な
る

か
ら
｡

生
き
て
い
く
上
で
重
要
な
こ
と
は
､
自
分
が
置
か
れ

た
宿
命
的
な
状
況
を
､
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
､
ま
た
､

ど
の
よ
う
に
そ
れ
に
応
え
､
挑
戦
し
て
人
生
を
切
り
開

い
て
い
っ
た
か
､
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
｡
聖
書
は
､
｢
神

は
真
実
な
方
で
す
か
ら
､
あ
な
た
が
た
を
耐
え
ら
れ
な

い
ほ
ど
の
試
練
に
会
わ
せ
る
こ
と
は
な
さ
い
ま
せ
ん
｡

む
し
ろ
'
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
､
試
練
と
と
も
に
脱
出

の
道
も
備
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
｡
｣
　
(
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第

一
の
手
紙
1
 
0
章
1
 
3
節
)
と
も
教
え
て
く
れ
る
｡

人
間
の
本
質
は
'
私
の
人
生
を
､
私
の
人
生
と
し
て

生
き
て
､
自
立
的
な
意
志
と
努
力
に
よ
っ
て
切
り
開
く

と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
｡
大
切
な
こ
と
は
､
そ
れ
ぞ
れ

の
持
ち
場
で
､
自
分
な
り
の
仕
方
で
､
自
分
に
で
き
る

こ
と
の
限
界
に
挑
戦
し
て
道
を
切
り
開
く
こ
と
で
あ
ろ

う
｡
そ
こ
で
'
は
じ
め
て
'
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
が
､

見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
り
､
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の
自
分

を
､
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
る
こ
と
で
､
人
は
'
安
ら
ぎ

を
得
ら
れ
る
｡
恨
み
や
嫉
妬
は
､
人
生
に
お
い
て
､
何

の
稔
り
も
も
た
ら
さ
な
い
｡
禅
宗
で
行
わ
れ
る
坐
禅
は
､

そ
の
自
分
自
身
を
徹
底
的
に
み
つ
め
る
の
で
あ
る
｡



観

　

音

　

堂

　

寄

　

付

金
五
万
円
也

金

一

万

円

也

金

一

万

円

也

藤
井
雅
子
殿

阿
部
祥
子
殿

沖
野
菜
穂
子
殿

ウ

ラ

ボ

ン

法

要

一
､
七
月
十
日
(
水
曜
日
)
午
前
十
一
時
か
ら

一
､
法
　
話

一
､
斎
　
座

お
車
で
の
来
寺
に
は
､
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
｡

経

　

蔵

　

寄

　

付

金
三
十
万
円
也

金
二
十
万
円
也

金
五
万
円
也

金
五
万
円
也

金
五
万
円
也

金

一

万

円

也

松
原
ま
さ
子
殿

高

野

　

昇

殿

三

浦

　

規

殿

天
野
富
美
子
殿

匿
名
殿

武
内
隆
幸
殿

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

龍
源
寺
へ
の
交
通
の
便
(
地
下
鉄
)

●
都
営
三
田
線
(
目
黒
ま
た
は
三
田
､
南
北
線
は
白
金
高
輪
駅
下
車
｡
徒
歩
五
分
)

●
2
番
出
口
か
ら
地
上
に
出
る
と
案
内
看
板
に
｢
龍
源
寺
｣
名
あ
り

龍
源
寺
へ
の
交
通
の
便
(
都
バ
ス
)

●
田
8
 
7
　
　
渋
谷
駅
-
田
町
駅
　
　
魚
ラ
ン
坂
下
下
車

●
都
0
6
　
　
渋
谷
駅
1
新
橋
駅
　
　
古
川
橋
下
車

●
品
9
 
7
　
　
品
川
駅
-
新
宿
駅
西
口
　
　
魚
ラ
ン
坂
下
･
古
川
橋
下
車

●
反
9
6
　
　
五
反
田
駅
-
品
川
駅
1
六
本
木
ヒ
ル
ズ
(
循
環
)

魚
ラ
ン
坂
下
･
古
川
橋
下
車

●
東
9
8
　
　
東
京
駅
丸
の
内
南
ロ
ー
目
黒
駅
　
　
魚
ラ
ン
坂
下
下
車



境
内
整
備
と
経
蔵
建
立

北
軽
井
沢
　
日
月
庵
坐
禅
堂
　
禅
の
会

龍
源
寺
の
定
例
会

昔
か
ら
の
お
檀
家
様
は
ど
存
じ
だ
と
思

い
ま
す
が
'
し
だ
れ
桜
が
植
え
て
あ
る
と

こ
ろ
や
観
音
堂
も
､
も
と
は
家
が
建
っ
て

お
り
ま
し
た
｡
泰
道
･
哲
明
の
布
教
活
動

と
総
代
の
北
村
行
夫
弁
護
士
さ
ん
の
ご
尽

力
で
三
十
年
近
く
か
け
て
境
内
が
整
備
さ

れ
ま
し
た
｡
住
職
の
一
代
が
､
三
十
年
と

言
わ
れ
て
お
り
ま
す
｡
私
の
代
で
も
､
引

き
続
き
境
内
整
備
を
継
承
し
､
境
内
の
裏

地
に
　
『
大
般
若
経
』
　
を
納
め
る
経
蔵
を
建

立
L
t
　
泰
道
･
哲
明
の
蔵
書
を
収
め
る
建

物
を
建
て
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡
皆

様
か
ら
の
御
寄
付
は
､
境
内
整
備
に
使
わ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
｡

北
軽
井
沢
､
日
月
庵
坐
禅
堂
に
て
､
二
泊

三
日
の
禅
の
会
(
坐
禅
体
験
)
　
を
行
い
ま
す
｡

北
軽
井
沢
は
'
標
高
千
メ
ー
ト
ル
の
高
原
に

あ
り
､
大
変
涼
し
い
と
こ
ろ
で
す
｡

坐
禅
と
法
話
を
行
い
'
｢
自
己
を
み
つ
め

る
｣
時
間
に
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡

(
一
泊
目
は
自
炊
･
二
泊
目
は
懇
親
会
)

【
日
時
】
　
八
月
二
十
三
日
(
金
)

～
二
十
五
日
(
冒
)

【
場
所
】
　
群
馬
県
長
野
原
郡
北
軽
井
沢
町

(
J
R
軽
井
沢
駅
よ
り
､
草
津
温
泉
行
き
､
北

軽
井
沢
行
き
の
バ
ス
に
乗
り
､
白
樺
の
丘
下
車
､

徒
歩
五
分
)

【
集
合
】
八
月
二
十
三
日
(
土
)
十
一
時
｡
日

月
庵
坐
禅
堂
内
､
星
雲
苑
研
修
所
に
現
地
集

合
｡
昼
食
は
'
持
参
に
て
入
山
願
い
ま
す
｡

【
解
散
】
　
八
月
二
十
五
日
､
十
時
頃
｡
現
地

解
散
｡

【
会
費
】
　
三
千
円

【
持
ち
物
】
　
シ
ー
ツ
と
タ
オ
ル
2
枚

禅
の
会
　
(
坐
禅
体
験
)

第
一
土
曜
日

･
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

･
午
後
一
時
半
か
ら
三
時
半
ま
で

･
会
費
　
二
百
円

価
像
を
彫
る
会

毎
月
第
二
･
第
四
土
曜
日

･
午
前
十
時
半
か
ら
十
二
時
半
ま
で

(
初
心
者
)

･
午
後
一
時
半
か
ら
四
時
ま
で

･
会
費
二
千
円



う
ら
盆
会
を
迎
え
ま
す
｡
皆
様
お

変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
｡

本
誌
も
二
百
号
に
な
り
ま
し
た
｡

年
四
回
の
発
行
で
す
か
ら
､
単
純

に
計
算
し
て
も
､
発
刊
か
ら
五
十

年
に
な
り
ま
す
｡
歴
史
の
重
み
を
感
じ
て
い
ま

す
｡
▼
哲
明
和
尚
が
遷
化
し
て
､
六
月
六
日
で

三
年
の
月
日
が
経
過
致
し
ま
し
た
｡
お
寺
で
は
､

本
堂
に
お
位
牌
を
出
し
､
肖
像
画
で
あ
る
頂
相

を
'
本
堂
の
正
面
に
か
け
て
お
経
を
あ
げ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
布
教
師
の
方
々
も
､
お

参
り
に
み
え
､
花
園
会
館
で
勉
強
会
な
ど
が
行

わ
れ
ま
し
た
｡
▼
十
月
八
日
か
ら
二
泊
三
日
で
､

東
北
地
方
巡
礼
の
旅
を
企
画
致
し
ま
し
た
｡
今

回
は
､
被
災
地
の
お
寺
に
お
参
り
に
行
き
た
い

と
思
い
ま
す
｡
旅
行
社
も
宮
城
の
会
社
に
お
願

い
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
｡
J
R
仙
台
駅
集

合
･
ー
R
郡
山
駅
解
散
に
な
り
ま
す
｡
部
屋
割

り
の
都
合
上
'
二
名
､
若
し
く
は
､
偶
数
の
人

数
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
｡
▼
五
月
の
日
月

庵
坐
禅
堂
で
の
お
手
伝
い
に
十
数
名
の
方
々
に

来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
｡
八
月
も
北
軽
井
沢
で
禅
の
会
を
開
催

し
ま
す
｡
二
泊
三
日
に
し
て
､
一
日
目
は
､
有

志
だ
け
に
よ
る
会
で
自
炊
｡
二
泊
目
は
懇
親
会

と
い
う
形
に
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡
八

月
二
十
三
日
～
八
月
二
十
五
日
で
す
｡
ど
う
ぞ
'

ご
参
加
く
だ
さ
い
｡
▼
毎
年
'
新
盆
の
お
檀
家

様
と
旧
来
か
ら
の
お
檀
家
に
は
､
お
盆
の
棚
経

で
､
ご
自
宅
の
仏
壇
に
､
お
経
を
読
ま
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
'
先
代
住
職
が
亡
く
な

り
､
従
来
通
り
お
参
り
に
う
か
が
え
な
く
な
り

ま
し
た
｡
棚
経
に
う
か
が
わ
せ
て
い
た
だ
く
お

檀
家
様
に
は
'
あ
ら
か
じ
め
､
は
が
き
を
送
ら

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
｡
又
､
棚
経
を
ど

希
望
の
お
檀
家
様
は
､
ど
連
絡
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
｡
で
き
る
だ
け
'
ご
希
望
に
お
応
え
で

き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡
皆
様
に
は
､

七
月
十
日
の
お
施
餓
鬼
法
要
に
ご
参
加
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
お
位
牌
拭
き
を
L
t
庭

を
整
備
し
調
え
ら
れ
た
本
堂
で
行
う
龍
源
寺
で

一
番
大
き
な
行
事
で
す
｡
▼
お
檀
家
様
で
'
お

葬
式
を
だ
さ
れ
る
場
合
'
知
っ
て
い
る
葬
儀
社

が
な
い
方
は
､
葬
儀
社
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
｡
い
ざ
､
ご
家
族
が
亡
く
な
る
と
'
な

す
べ
き
事
が
た
く
さ
ん
あ
り
す
ぎ
て
､
慌
た
だ

し
い
の
が
現
状
で
す
｡
仏
事
に
慣
れ
て
い
る
僧

侶
の
私
で
さ
え
'
非
常
に
慌
た
だ
し
い
体
験
を

し
ま
し
た
｡
も
し
､
お
葬
式
を
だ
さ
れ
る
場
合
､

僧
侶
が
い
な
い
と
お
葬
式
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
､

ま
ず
､
1
番
は
じ
め
に
龍
源
寺
に
お
電
話
を
入

れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
龍
源
寺
本

堂
も
し
く
は
､
花
園
会
館
を
使
用
し
て
の
お
葬

式
･
家
族
葬
･
密
葬
も
執
り
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
｡
(
本
堂
･
花
園
会
館
使
用
の
際
は
､
指
定

業
者
と
な
り
ま
す
｡
)
又
'
生
前
の
ご
相
談
も
う

け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
▼
年
忌
法
要
を
行
う

場
合
､
本
堂
が
二
階
に
あ
る
た
め
､
ご
高
齢
の

方
は
階
段
の
上
り
下
り
が
大
変
で
す
｡
一
階
の

書
院
を
使
っ
て
法
要
を
行
う
こ
と
が
出
来
ま
す
｡

広
さ
と
定
例
会
の
関
係
上
'
平
日
､
日
曜
日
に

限
り
十
五
名
ま
で
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
｡
▼
母

は
元
気
に
お
寺
の
お
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
｡

観
音
堂
前
の
草
花
は
､
ほ
と
ん
ど
母
が
植
え
て

お
り
ま
す
｡
今
回
の
東
北
地
方
の
巡
礼
を
発
願

し
ま
し
た
｡
弟
二
人
も
､
が
ん
ば
っ
て
い
る
よ

う
で
す
｡
▼
七
月
十
日
の
お
施
餓
鬼
に
御
斎
の
ち

ら
し
ず
し
を
作
り
ま
す
｡
前
日
の
午
後
か
ら
野

菜
の
刻
み
を
し
ま
す
｡
お
手
伝
い
に
来
て
い
た

だ
け
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
｡
▼
お
施
餓
鬼
の
日
に
お
会
い

で
き
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
｡
(
信
樹
)


