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今
北
洪
川
老
師
の
禅
修
行
　
ＰＤＦ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
中
　
寛
　
洲

　
今
北
洪
川
老
師
は

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
摂
津
国
大
坂
に
生
ま
れ
た

最
初
は

儒
者
と
し
て
世
に
立

た
が

の
ち
二
十
五
歳
の
時
に
禅
の
修
行
を
志
し
て
出
家
し

京

と
岡
山
と
で
名
僧
に
つ
い
て
修
行
に
勤
め

倉
の
円

寺
僧
堂
の
開
単
し
た
禅
僧
で
あ
り

法
嗣
に
釈
宗
演
を
打
ち
出
し
て
い
る

　　

木
大
拙
（
明
治
三
年

昭
和
四
十
一
年

一
八
七
〇

一
九
六
六
）
は

洪
川
老
師
の

晩
年
に
居
士
と
し
て
親
炙
し

更
に
釈
宗
演
老
師
に
つ
い
て
多
年
禅
の
修
行
を
志
し

そ
の

流
暢
な
英

力
と
平
常
心
そ
の
も
の
の
様
な

格
と
で

全
世
界
に
広
く
禅
を
紹
介
し
た
が

彼
は
洪
川
老
師
の

憶
の
た
め
に

『
今
北
洪
川
』
と
い
う
一
書
を
も
の
し
た

そ
の
な
か

で
洪
川
老
師
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

て
い
る

　
「
洪
川
老
師
は
学
と
徳
と
の
禅
匠
で
あ

た

そ
し
て
そ
れ
は
至
誠
の
一
心
で
貫
通
せ
ら

れ
て
い
る

老
師
に
性
誠
の
説
あ
る
は
も
と固

よ
り
そ
の
所
で
あ
る
が

こ
れ
は
普
通
に
『
学
者
』

の

う
と
こ
ろ
と
違

て

師
自
ら
の
体
験
を
叙
し
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ

こ
こ
に
そ
の
特

色
が
あ
る

」
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大
拙
は
ま
た

「
老
師
の
如
き
型
の
禅
僧
は

日
本
で
は
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な

た

固
よ
り
や
む
を
得
な
い
事
実
で
も
あ
ろ
う
が

な
ん
だ
か
物
寂
し
い
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら

ぬ
」
と
も
述
べ
て
い
る

　
幕
末
か
ら
維
新
に
か
け
て

武
術
や
剣
道
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
の
技
芸
の
領
域
に
お
い
て

も
「
名
人
」
と
か
「
達
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
が
輩
出
し
た
が

そ
れ
ら
の
卓

し
た
人
達
が

達
し
得
た
深
遠
な
境
地
は

大
抵
の
場
合

も
は
や
後
継
者
が
絶
え
て
し
ま

て
判
ら
な
く

な

て
し
ま

て
い
る

伝
統
と
い
う
の
は
一
旦
途
切
れ
れ
ば
な
か
な
か
も
と
通
り
に
は
修

復
し
難
い
か
ら
で
あ
る

　
さ
て

こ
れ
か
ら
臨
済
宗
の
公
案
修
行
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を

洪
川
老
師
の
禅
の
修

行
過
程
に
従

て
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う

（
小
畑
文

『
続

世
禅
林
僧
宝
伝
』

思
文
閣

参
照

）

　　
老
師
は
い
み
な

諱

は
宗
温

あ
ざ
な

字

は
洪
川

室
号
は
蒼

窟
と

い

別
に

舟
と
号
す
る

行

流
水
の
修
行
中
は
か

か

し

案
山
子
と
称
し
た

摂
州
福
嶋

（
大

市
福
島
区
）
の
生
ま
れ
で

俗
姓
は
今
北
氏
と

い

そ
の
祖
は
清
和
天
皇
の
こ
う
い
ん

皇
胤
（
子
孫
）
で
あ
る

　
そ
の
後

四
家
に
分
か
れ
て

東
西
南
北
の
四
姓
を
賜

た
が

北
氏
は
今
北
を
も

て

氏
と
し
た

中
古
の
時
代
に
は
或
る
大
名
の
せ
い
し
ん

世
臣
（
代
々
の
家
臣
）
と
な
り

戦
に
功
が
あ

た

十
七
代
の
子
孫
は
家
臣
と
し
て
の
職
を
辞
し
て
農
業
に
専
念
し
た

二
十
代
の
末
裔

の
忠
久
は
確
乎
斎
と
号
し
た
が

こ
の
人
が
洪
川
老
師
の
父
親
で
あ
る
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彼
は
菊
田
氏
か
ら
嫁
を
娶

て
男
子
三
人
を
も
う
け
た
が

老
師
は
そ
の
三
男
で
あ

た

父
母
は
か
つ
て
象
峰
権
現
に
祈

し
て
男
子
の
出
生
を
望
ん
だ
が

そ
の
結
果

権
現
の
祭

日
で
あ

た
文
化
十
三
年
七
月
十
日
（
一
八
一
六
）
に
生
ま
れ
た
の
が

洪
川
老
師
で
あ

た

幼
時
で
も
夏
は
暑
い
か
ら
と
い

て
下
着
を
脱
い
で
裸
に
な

た
り
せ
ず

冬
で
も
囲

炉
裏
で
暖
を
取
る
こ
と
は
な
か

た

終
日
父
の
書
斎
に
い
て
子
供
同
士
の
遊
び
に
は
加
わ

る
こ
と
を
し
な
か

た
の
で

里
の
人
々
は
皆
珍
し
い
こ
と
だ
と
称
え
た
と

う

　　
七
歳
に
な
る
と

父
に
初
め
て
漢
籍
の
素
読
を
習

た
が

わ
ず
か
二
年
に
し
て
聖
賢
の

書
の
根
本
け
い
て
ん

経
典
で
あ
る
四
書
五
経
を
了

し
て
し
ま

た

九
歳
の
少
年
が
四
書
五
経
を
読

破
し
て

し
か
も
内
容
を
よ
く
分
か

た
と

う
の
は
実
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が

こ

れ
は
何
も
洪
川
老
師
だ
け
の
特
別
の
こ
と
で
は
な
い

明
治
初
頭
以
前
の
我
国
で
は

幼
時

か
ら
塾
や
寺
子
屋
な
ど
で
漢
籍
の
素
読
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
が
普
通
だ

た

　
漢
籍
と

う
の
は
主
と
し
て
中
国
の
け
い
て
ん

経
典
や
歴
史
書
な
ど
で
あ

た
が

こ
れ
ら
の
素
読

を
通
し
て
昔
の
人
々
は
人
生
の
生
き
方
や
人
の
道

ま
た
人
情
の
機
微
な
ど
を
卓

し
た
先

人
達
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る

今
日
で
は
こ
の
種
の
教
育
は
全
く
と

て
良

い
ほ
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
が

ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
あ
る

自
ら
の
東
洋
的

日
本
的

基
盤
を

却
し
て
い
て
は

東
洋
人

日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ

（
主
体
性

独

自
性
）
が
自

出
来
な
い
の
は
当
然
で
あ
る

　　
さ
て
洪
川
老
師
は
九
歳
に
な
る
と
地
元
の
福
泉
仙
桂
師
に
つ
い
て
漢
籍
を
更
に
深
く
学
ん

だ

十
三
歳
の
頃
に
は
文
章
の
意
味
を
十
分
に

釈
す
る
こ
と
が
出
来
た

秦
漢
以
前
の
書

は
大
抵
卒
業
し
て

た
だ
し

う
ら
い

周

礼

儀
礼
の
二
礼
を
読
ん
で
い
な
い
だ
け
で
あ

た
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十
四
歳
の
春
に
仙
桂
は
老
師
を
自
分
の
儒
学
の
師
で
あ
る
藤
澤
東
ガ
イ
の
と
こ
ろ
に
面
接

さ
せ
る
為
に
連
れ
て
行

た

東
ガ
イ
は
白
文
の
『
そ
ら
い

徂
徠
集
』
（
お
ぎ

う

荻
生
徂
徠
一
六
六
六

一

七
二
八
）
を
出
し
て
こ
れ
を
読
ま
せ
た

老
師
は
ろ
う
ろ
う

琅
琅
と
し
て
二

三
頁
を
読
み
進
ん
だ

東
ガ
イ
は
こ
れ
を
見
て

「
ね
い
け
い
じ

寧

児
」
（
素
晴
ら
し
い
子
供
だ
）
と

賛
し
た

そ
れ
以
来

東
ガ
イ
の
命
に
よ
り

老
師
は
毎
日
周
儀
の
二
ら
い礼

を
読
み

同
時
に
『
荘
子
』
と
『
徂
徠
集
』

に
も
読
み
及
ん
だ

　
老
師
は
一
日
独

し
て

た

「
荘
子
は
孔
子
よ
り
偉
大
で
あ
り

徂
徠
は
孔
子
よ
り

劣
る
」
と

そ
れ
か
ら
は
徂
徠
を
読
ま
な
く
な

た
と
い
う

想
う
に
こ
の
頃
の
老
師
は
孔

子
よ
り
も
荘
子
を
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が

後
に
な
る
と

『
禅
海
一
瀾
』
を
見
れ

ば
分
か
る
よ
う
に

聖
人
の
中
の
聖
人
と
も
い
う
べ
き
孔
子
の
偉
大
さ
が
心
底
理

出
来
る

様
に
な
る
の
で
あ
る

　
藤
澤
東
ガ
イ
の
塾
に
在
る
こ
と
五
年

そ
の
か
ん間

篠
崎
小
竹

広
瀬
旭
荘
の

に
往
来
し

て

宋
学
の
て
い
さ
い

体
裁
を
聴
い
た
が

ど
れ
も
老
師
の
意
に
適
わ
な
か

た
の
で

別
に
せ

ち

う

折

衷

学
を
唱
え
て

大
坂
の
中
之
島
に
塾
を
開
い
た
が

時
に
十
九
歳
で
あ

た

塾
生
は
諸
侯

藩

の
武
士
や
医
師

僧
侶
な
ど
常
に
三
十
人
を
下
ら
な
か

た
と
い
う

昼
間
は
講
義

夜
は
読
書

し

し

孜
々
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
お
よ
そ
五
年

或
る
日
『
孟
子
』
を
講
じ
て
い
て

有
名
な
「
こ
う
ぜ
ん

浩
然
」
の
章
に
至

て

忽
ち
声
を
挙
げ
て

う
に
は

「
孟
子
は
浩
然
を
説
き

我
は
浩
然
を
行
な
う
」

人
は
そ
れ
を
聞
い
て
皆
驚
嘆
し
た

　　
こ
の
こ
と
が
あ

て
以
来

老
師
は
脱
俗
（
出
家
）
の
志
を
抱
く
よ
う
に
な

た

両
親

は
こ
の
こ
と
を
憂
え
て

田
中
家
か
ら
嫁
を

え
て
老
師
の
妻
と
し
た

こ
の
時
代
は
結
婚

に
関
し
て
も

本
人
よ
り
も
親
の
意
向
が
力
を
持

て
い
た
の
で
あ
る

し
か
し
老
師
の
決
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意
は
堅
固
な
も
の
で
い
さ
さ
か
も
動
じ
な
か

た

頻
り
に
名
師
を
慕

て
う
つ
う
つ

鬱
々
と
し
て

日
々
を
過
ご
し
て
い
た

　
父
は
『
禅

宝

』
を
与
え
て
老
師
に
読
ま
せ
た

こ
の
本
は
中
国
宋
代
の
禅
僧
た
ち
の

行

で
あ
る

老
師
は
こ
の
中
の
達
観
え
い

の

を
見
て
益
々
発
憤
し
て

時
の
至
る
の
を

待
つ
の
み
で
あ

た

こ
の

と

う
の
は

結
局
は
理
窟
で
は
駄
目
で
実
体
験
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と

う
内
容
で
あ

た

　　
こ
れ
よ
り
先

老
師
は
に
わ
か
に
頭
痛
を
病
ん
だ

ち

う
ど
刀
で
胸
を
刺
さ
れ
た
様
な

痛
み
で
あ

た

日
光
を
み
る
こ
と
が
出
来
ず
に

白
昼
で
も
戸
を
鎖
し
て
泣
き
伏
す
ば
か

り
で

数
日
間
そ
の
症
状
が
続
い
た

師
は

た

「
お
よ
そ
大
い
に
為
す
所
の
或
る
人

は
必
ず
換

の
病
が
あ
る

こ
れ
は
吉
兆
だ
」
と

　　
尾
州
（
名
古
屋
）
の
出
身
者
の
そ
う
ふ

宗
斧
上
座
と
い
う
人
が
大
坂
に
や

て
来
て

里
の
円
通

庵
に
投
宿
し
た

庵
主
は
上
座
に
洪
川
老
師
の
出
家
の

い
を

た

宗
斧
上
座
は

た

「

国
に
名
僧
を
探
す
な
ら

八
幡
の
円
福
寺
に
海
山
が
い
る
し

京

の
相
国
寺
に

大
拙
が
い
る

海
山
は

齢
の
た
め
に
恐
ら
く
は
壮
年
の
者
を
鍛
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
ろ

う

大
拙
は
嶮
峻
で
鬼
大
拙
と
呼
ば
れ
て
い
る
程
だ
」
と

　
老
師
の
父
が
た
ま
た
ま
円
通
庵
の
庵
主
を
訪
れ
て

庵
主
か
ら
宗
斧
上
座
の
こ
の

葉
を

聞
い
た

父
は
急
い
で
家
に
戻

て

こ
の
こ
と
を
老
師
に
伝
え
た

恐
ら
く
こ
の
頃
に
は

父
は
老
師
の
熱
意
に
打
た
れ
て
出
家
脱
俗
の

い
を
承
認
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

老

師
は

た

「
不
幸
に
し
て
道
の
為
に
命
を
捨
て
る
こ
と
に
な

た

師
と
し
て
鬼
大
拙

の
名
を
持
つ
老
師
の
も
と
で
厳
し
い
ご
指
導
を
受
け
た
い
」
と
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早
速

水
の
旅
支
度
を
整
え
て
京

に
赴
こ
う
と
し
た

両
親
も
老
師
の
決
意
が
尋
常

で
な
い
の
を
知

て
こ
れ
を
受
け
入
れ

親

一
同
を
集
め
て
こ
れ
を
告
げ
た
と
こ
ろ

衆

議
紛
々
と
し
て
何
人
も
の
人
が
や

て
来
て
老
師
を
押
し
と
ど
め
よ
う
と
し
た
が

老
師
は

い
さ
さ
か
も
動
ぜ
ず

遂
に
出
家
が
決
定
し
た
の
で
あ
る

時
に
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）

九
月
八
日
で

二
十
五
歳
の
折
り
で

翌
日
は
ち

う
よ
う

重

で
権
現
の
祭
り
の
日
で
あ

た

　　
老
師
は
親

一
同
と

人
達
を
招
い
て

別
の
一
席
を

け
る
こ
と
に

父
母
の
同
意
を

得
た

老
師
は
一
人
一
人
に
愛
用
し
て
い
た
書
籍
や
什
器
を
贈

て

次
の
漢

を
示
し
た

　　
孔
聖
釈
尊
別
人
に

ず

彼
は
見
性
と
謂
い

此
れ
は
仁
と
謂
う

　
脱
塵
怪
し
む
こ
と
を
や休

め
よ
吾
が
粗
放

箇
の
浩
然
一
片
の
真
を
行
な
わ
ん

　　
人
々
は
大
い
に
心
を
動
か
さ
れ
て
皆
厚
く
餞
別
を
持

て
来
た
が

老
師
は
固
辞
し
て
受

け
ず

か
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
た

「
不
幸
大
道
の
為
に
自
分
の
命
を
な
げ
う

た
の
で

ど
ん
な
好
物
で
も
必
要
で
は
な
い

」
人
々
は
こ
れ
を
聞
い
て
老
師
の

う
が
ま
ま
に
従

た

老
師
は
ま
た
妻
に
一
枚
の
紙
に
次
の
一
文
を
書
い
て
渡
し
た

「
私
と
お
前
と
は
例
え

ば
糸
を
も

て
土
人
形
を
つ
な
い
だ
よ
う
な
も
の
だ

今
そ
の
糸
は
切
れ
て
私
は
寺
に
入

る

え

ど

穢
土
を
厭
離
す
る
こ
と
は
こ
の
通
り
で
あ
る

九
華
道
人

お
麻
氏

」

　
こ
う
い
う
一
文
を
手
渡
し
て
妻
と
離
縁
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は

現
代
の
我
々
か
ら
見

れ
ば
人
権
じ

う
り
ん

蹂

躙
も
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
ろ
う
が

と
も
か
く
も
老
師
は
こ
う
し
て
離
縁
し

て
出
家
し
た
の
で
あ
る
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そ
の
夜
に
宗
斧
上
座
に
従

て
船
に
上

た

別
れ
に
臨
ん
で

父
は
白

禅
師
の
権
現

の
名
号
一
幅
を
与
え
て

更
に
誡
め
て
こ
う

た

「
お
前
は
こ
れ
か
ら
権
現
を
信
奉
し

て

専
ら
進
道
無

を
祈
れ

お
前
が
も
し
道
眼
明
ら
か
に
な

て
い
な
い
の
に
大
寺
に
住

職
す
る
こ
と
に
な
れ
ば

私
に
も
一
生
の
恨
み
が
残
る

お
前
が
道
の
為
に
一
生
懸
命
に
勤

め
る
な
ら
ば

た
と
え
私
を
打
ち
殺
し
て
も

い
さ
さ
か
の
恨
み
も
な
い
」
と

　　
九
月
十
日

万
年
山
相
国
寺
に
登
り

大
拙
承
演
老
師
に
し

う
け
ん

相

見
し
て
師
資
の
礼
（
師
弟

の
ち
ぎ契

り
）
を
結
ん
だ

と
は
い
え
「
鬼
大
拙
」
と
あ
だ
名
さ
れ
る
あ
く
ら
つ

悪

辣

の
宗
匠
で
あ
る

た
易
く
洪
川
老
師
の
出
家
得
度
を

可
す
る
は
ず
は
な
か

た

　
三

月
の
間

そ
の
為

の
点
検
の
期
間
を

け
た
の
で
あ
る

　
大
拙
老
師
は
若
き
洪
川
老
師
に
参
禅
を

し
て
「
せ
き
し

お
ん
じ

う

隻

手

音

声
」
の
公
案
を
与
え
た

こ

れ
は
江
戸
時
代
中
期
の
臨
済
宗
の
名
僧
で
あ
る
白

慧

禅
師
（
貞
享
二
年—
明
和
五
年

一
六
八
五

一
七
六
八
）
が
創
始
し
た
公
案
で

『
片
手
の
音
を
聞
い
て
み
よ
』
と
い
う
の

で
あ
る

両
手
を
た
た
け
ば
音
が
出
る
が

片
手
だ
け
だ
と
音
の
出
よ
う
が
な
い

そ
の
音

な
き
音
を
聞
け
と
い
う
の
だ
か
ら

何
と
も
取
り
付
く
島
が
な
い

　
こ
の
公
案
の
み
な
ら
ず

一
般
に
禅
の
公
案
の
狙
い
は

我
々
の
通
常
の
ち
げ
ふ
ん
べ
つ

知

分
別
を
根

こ
そ
ぎ
に
す
る
こ
と
に
在
る
の
で

ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
知
性
を

え
た
矛
盾
的
表
現
を

と
ら
ざ
る
を
得
な
い

公
案
は
頭
で
考
え
て
も
分
か
る
訳
は
な
い

そ
の
公
案
そ
の
も
の
に

成
り
切

て
頭
の
て

ぺ
ん
か
ら

の
つ
ま
先
ま
で
そ
の
公
案
で
充
実
し
て
し
ま
う
こ
と
が

何
よ
り
も
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る

　　
洪
川
老
師
は
師
匠
の
大
拙
老
師
か
ら
授
け
ら
れ
た
「
隻
手
音
声
」
の
公
案
に
満
身
成
り
切
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る
べ
く

し
し
ご
つ
ご
つ

孜
々
兀
兀
と
し
て
脇
目
も
振
ら
ず
に
真
一
文
字
に
取
り
組
み

あ
る
い
は
七
日
間

の
断

摂
心
を
し
た
り

あ
る
い
は
北
野
天
満
宮
に
参
詣
し
て

拝
殿
や
廊
下
や

地
で
徹

夜
の
坐
禅
を
し
た
り
と

文
字
通
り
命
懸
け
の
猛
修
行
に
励
ん
だ

　
こ
の
様
に
し
て
大
拙
老
師
の
お
そ
ば
に
仕
え
な
が
ら
修
行
す
る
こ
と
三

月
に
及
ん
で

よ
う
や
く
大
拙
老
師
は
洪
川
老
師
を
或
る
日
呼
ん
で
こ
う
告
げ
た

「
お
前
が
こ
の
道
場
に

や

て
き
て
以
来

そ
の
修
行
振
り
を
じ

と
見
て
い
た
が

ど
う
や
ら
本
当
の

心
を
持

て
い
る
様
だ

剃
髪
し
て
参
堂
す
る
が
よ
い
」
と

　　
「
参
堂
」
と
は
「
新
到
参
堂
」
と
い

て

禅
堂
で
坐
禅
す
る

水
の
仲
間
入
り
す
る
こ

と
で
あ
り

こ
の
場
合

洪
川
老
師
は
大
拙
老
師
を
本
師
（
じ

ご
う

授
業
の
師
）
と
し
て
出
家
す
る

こ
と
に
な

た
の
で
あ
る

ち
な
み
に
出
家
し
て
或
る
道
場
で

水
修
行
す
る
に
は

い
ず

れ
か
の
寺
の
徒
弟
と
な
り

本
師
を
持
つ
こ
と
が
必
要
と
な
る
が

洪
川
老
師
の
場
合
は

本
師
と
参
禅
の
師
と
が
同
じ
と
い
う
特
殊
な
ケ

ス
で
あ

た

　
そ
の
修
行
振
り
が
真
剣
そ
の
も
の
で
あ

た
の
は

勿
論
そ
の
道
心
が
深
か

た
故
で
は

あ
る
が

儒
学
の
塾
頭
を
辞
め
て
弟
子
達
と
も
別
れ

妻
を
も
離
縁
し

厳
父
か
ら
の
励
ま

し
も
あ

た
な
ど

ま
さ
に
背
水
の
陣
で

水
生
活
に
飛
び
込
ん
だ
結
果
で
も
あ

た
と
思

わ
れ
る

　　
と
も
か
く
も
こ
う
し
て
十
二
月
二
十
三
日

大
拙
老
師
を
本
師
と
し
て
洪
川
老
師
は
剃
髪

授
戒
の
得
度
式
を
受
け

師
の
一
字
を
頂
い
て
守
拙
と
あ
ん
み

う

安

名
さ
れ
た

こ
う
し
て
正
式
の

禅
僧
と
な

て

相
国
寺
僧
堂
に
掛
搭
し

禅
堂
の
一
員
と
し
て
日
々
怠
慢
す
る
こ
と
な
く

修
行
生
活
に
邁
進
す
る
こ
と
に
な

た
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洪
川
老
師
は
朝
晩
二
回
参
禅
し
て

与
え
ら
れ
た
「
隻
手
音
声
」
の
公
案
に
対
す
る
け
ん
げ

見

を
大
拙
老
師
に
呈
し
た
が

そ
の
た
び
に
老
師
は

「

う
こ
と
は
な
か
な
か

う
が

徹

底
し
と
ら
ん
わ
い
」
と
か

「
よ
い
こ
と
は
よ
い
が

体
験
が
な
い
わ
い
」
と

う
の
み
で

こ
の
様
に
し
て
瞬
く
間
に
三
年
の
歳
月
が
流
れ
た
が

一
向
に
何
ら
の
指
示
も
な
か

た

　
こ
の
時

も
し
師
家
が
変
な
老
婆
親
切
を

こ
し
て
絵

き
な
ど
を
す
る
と

学
人
の
せ

か
く
の
自
発
的
か
つ
自
然
的
な
内
面
的
純
熟
を

害
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

点
滴
も

施
さ
ず
無
慈
悲
の
慈
悲
を
行
ず
る
こ
と
が
最

の
親
切
な
の
で
あ
る
が

師
家
の
方
も
少
根

劣
機
の
者
に
は
決
し
て
こ
う
い
う
悪
辣
な
手
段
を
採
る
こ
と
は
な
い

そ
う
い
う
者
は
師
家

の
じ
ん
じ
ん

深
々
に
し
て
広
大
な
慈
悲
心
が
分
か
ら
ず

か
え

て
自
己
の

折
り
不

を
棚
に
挙
げ

て

師
家
を
恨
ん
だ
り

あ悪
し
ざ
ま様

に

難
す
る
こ
と
を
や
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る

今

鬼
大
拙
老
師
が
洪
川
老
師
（
守
拙
上
座
）
に
対
し
て

こ
の
厳
し
い
や
り
方
で
接
せ
ら
れ
た

こ
と
は

こ
の
直
弟
子
を
上
根
（
上
々
の
根
機
）
の
者
と
見
込
ま
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う

　　
し
か
し

片
手
の
声
を
聞
け

と
い
う

ち
げ
ふ
ん
べ
つ

知

分
別
を
も

て
し
て
は
如
何
と
も
し
難
い

公
案
に
取
り
組
ん
で

に

ち
も
さ

ち
も
行
か
な
く
な

て
し
ま

た
洪
川
老
師
は

一

時
は
初
心
の
志
も
挫
け
ん
と
絶
望
に
陥

た
が

こ
れ
で
は
い
か
ん
と
気
を
取
り
直
し
て

自
ら
を
強
く

策
し
た
と
い
う

　　
こ
う
し
た
折
り

大
拙
老
師
は
僧
堂
で
仏
光
国
師
（
無
学
祖
元
禅
師
）
の
行
状
を
連
日
に

わ
た
り
提
唱
さ
れ
た

国
師
は
相
国
寺
の
か
ん
じ

う

勧

請
開
山
で
あ
る
夢
窓
国
師
の
法
の
上
の
祖
父

筋
に
当
た
る
稀
代
の
名
僧
で
あ
り

中
国
か
ら
日
本
に
渡
来
さ
れ

後
に

倉
の
大
本
山
円

寺
の
開
山
と
な
ら
れ
た
お
方
で
あ
る
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無
字
の
公
案
を
工
夫
す
る
こ
と
実
に
六
年

は
か
ら
ず
も
三
昧
境
の
極
致
に
没
入
し
て
わ

が
身
を
忘
じ

身
と
心
と
が
完
全
に
分
か
れ
て
殆
ん
ど
死
人
の
状
態
に
な
り

そ
こ
か
ら
大

活
現
前
し
て
蘇
生
さ
れ
た
と
い
う
逸
話
の
あ
る
名
僧
で

古
来
数
多
く
の
優
れ
た
禅
僧
達
に

尊
敬
さ
れ
た
方
で
あ
る

　　
こ
の
国
師
が
十
二
歳
の
頃

父
に
連
れ
ら
れ
て
山
寺
に
遊
び

僧
の
「
竹
影
階
を
は
ろ掃

う
て

塵
動
ぜ
ず

月
た
ん
て
い

潭
底
を
う
が穿

て
水
に
あ
と痕

な
し
」
（
自
己
を
忘
じ
た
者
の
無
心
む

さ

無
作
の
妙
用
）

と
い
う
一
句
を
吟
ず
る
の
を
聞
い
て
省
有
り
と
い
う
一
段
に
至
り

こ
の
提
唱
を
聞
い
て
い

た
洪
川
老
師
も
忽
ち
そ
の
真
意
を
徹
見
し
て

丸
で
心
中
の
わ
だ
か
ま
り
が
一
挙
に
消
え
失

せ
た
よ
う
で
あ

た

　
勢
い
込
ん
だ
洪
川
老
師
は

講
座
の
終
わ
る
の
を
待
ち
か
ね
て
大
拙
老
師
の
室
内
に
入

て
体
得
し
た
し

げ

所

を
呈
し
よ
う
と
し
た

然
る
に
「
鬼
大
拙
」
と
あ
だ
名
さ
れ
る
悪
辣
の
老

師
は

有
無
を

わ
せ
ず
怒
り
の
の
し

罵

て
打
つ
の
み
で
あ

た

参
禅
す
る
た
び
に
こ
の
よ

う
な
状
態
が
続
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が

こ
れ
は
果
た
し
て
ど
う
い
う
こ
と
か

　　
洪
川
老
師
が
仏
光
国
師
の
逸
話
に
関
す
る
提
唱
を
聞
い
て
思
い
が
け
な
く
心
境
が
開
け
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る

し
か
し
そ
れ
は

師
家
で
あ
る
大
拙
老
師
か
ら
見
れ
ば

ま
だ
ま
だ

不
充
分
で
更
に
向
上
を
要
す
る
境
涯
で
あ

た

「
我
え会

せ
り
（
悟

た
）
」
と
早
合
点
し
勢

い
込
ん
で
飛
び
込
ん
で
参
禅
に
来
た
洪
川
老
師
に
対
し
て

「
よ
く
や

た
」
な
ど
と
い
う

甘
い

葉
を
一
寸
で
も
か
け
れ
ば

小
を
得
て

れ
り
と
し
て
自
惚
れ
て
し
ま
い

大
器
を

成
ず
る
こ
と
な
く
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

白

和
尚
も
り

う
さ
い

良

哉
上
座
に
関
し
て

こ
う
い
う
至
ら
ぬ
指
導
を
し
て
し
ま

た
こ
と
を

後
に
大
い
に
く悔

い
て
お
ら
れ
る

徹
困
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親
切
な
師
家
は
こ
う
い
う
場
面
に
遭

す
れ
ば

そ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
厳
し
い
け
ん
つ
い

鉗

を
下

す
の
で
あ
る

　　
果
た
し
て

大
拙
老
師
の
冷
酷
無
比
な
接
得
振
り
に
よ

て

洪
川
老
師
は
益
々
抜
き
差

し
な
ら
ぬ
袋
小
路
に
入

て
し
ま

た

参
禅
が
終
わ
れ
ば
常
に
涙
を
浮
か
べ
て
退
き

路

地
の
人
の
居
な
い
所
で
涙
を
ポ
ロ
ポ
ロ
と
流
し
た

あ
る
い
は

涙
で
ぬ
れ
て
い
た
眼
を

今
は
も
う
枯
れ
て
し
ま

た

淵
水
の
流
れ
で
洗

て
禅
堂
に
ま
た
戻
り

あ
る
い
は

禅

堂
の
背
後
に
あ
る
照
堂
（
開
山
堂
）
の
常
夜
燈
の
も
と
で

涙
を
呑
ん
で
宿
世
の
罪
業
深
重

な
る
が
為
に
な
か
な
か
本
志
を
遂
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
懺
悔
し
た

　
こ
の
時
の
洪
川
老
師
の
心
中
た
る
や

誠
に
暗
澹
た
る
も
の
で
あ

た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い

と
は
い
え

こ
れ
は
全
身
全

を
と

し
て
の
真
剣
な

折
り
の
挙
句
の
果
て
の
純

熟
で
あ
り

修
行
の
上
か
ら
は
好
時
節
と
い

て
よ
い

　　
あ
ん
ご

安
居
の
終
わ
り
頃
の
制
末
に
至

て

大
拙
老
師
は
病
の
為
に
夜
参
を

さ
れ
な
く
な
り

洪
川
老
師
は
病
床
の
お
世
話
を
し
た

翌
年
名
古
屋
の
総
見
寺
で
卓
洲
和
尚
の
斎
会
が
あ
り

相
国
寺
僧
堂
の
う
ん
の
う衲

衆
も
こ
れ
に
赴
い
て
一
げ夏

（
半
年
）
を
過
ご
し
た
が

独
り
洪
川
老
師

の
み
師
の
そ
ば
を
離
れ
な
か

た

こ
の
夏

大
拙
老
師
は
大
智
院
の
侍
真
寮
に

居
し
て

療
養
に
専
念
し
た
が

洪
川
老
師
の
入
室
参
禅
だ
け
は

可
さ
れ
た

洪
川
老
師
も
ま
た
意

気
に
感
じ
て

看
病
の
寸
暇
を
惜
し
ん
で
意
を
決
し
て
工
夫
参
究
し
た
の
で
あ
る

　　
こ
の
時

元

上
座
が
し

か

知
客
寮
と
し
て
洪
川
老
師
と
と
も
に
僧
堂
に
り

う
ご

留

し
て
い
た
が

そ
の
刻
苦
の
さ
ま
様

を
見
て

時
々
慰
問
し

古
人
の
刻
苦
べ
ん
れ
い励

の
あ
ん
り

行
履
を

て
激
励
し
た

こ
の
元

上
座
こ
そ
は

後
の
名
僧
ど
く
お
ん

独
園
老
師
（
文
政
二
年—

明
治
二
十
八
年

一
八
一
九
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―
一
八
九
五
）
で
あ
る
が

僧
堂
の
垣
の
い
ば
ら
を
集
め
て
そ
の
上
で
坐
り
抜
く
よ
う
な
刻

苦
の
果
て
に

鬼
大
拙
老
師
の
悪
辣
極
ま
る
鉗

下
で
既
に
見
性
大
悟
し
て
い
た
の
で
あ
る

こ
う
し
て
先
輩

水
の
温
情
溢
れ
る
励
ま
し
を
受
け
て

洪
川
老
師
自
身
も
益
々
全
精
魂
を

傾
け
て
工
夫
三
昧
に

折

た

　　
年
譜
で
は
こ
こ
の
所
を

「
師
亦
自
ら
べ
ん
ひ
つ

精
励

刻
苦
一
日
一
日
よ
り
も
甚
だ
し

し
ん
さ
ん
ぼ
こ
う

晨
参
暮
叩

ず
ね
ん

頭
燃
を
は
ら救

う
が
如
し
」
と
形
容
し
て
い
る

「
刻
苦
一
日
一
日
よ
り
も
甚
だ
し
」

と
は

前
日
よ
り
も
今
日

今
日
よ
り
も
明
日
と

益
々
刻
苦
の
度
合
い
が
雪
達
磨
式
に
昂

じ
て
行
く
有
様
で
あ
り

「
晨
参
暮
叩

頭
然
を
救
う
が
如
し
」
と
は

朝
晩
二
回
の
入
室

参
禅
に
向
け
て

あ
た
か
も
頭
に
つ
い
た
火
を
必
死
に
消
そ
う
と
す
る
人
の
様
に

脇
目
も

振
ら
ず
に
急
切
に
公
案
を
工
夫
し
た
と
い
う
の
で
あ
る

　
公
案
禅
に
お
い
て
は

と
も
す
れ
ば
古
人
ゆ
か
り
の
機
縁
で
あ
る
公
案
は

自
己
の
切
実

な
問
題
と
は
成
り
に
く
い
の
で

頭
で
さ
ば
い
て
事

れ
り
と
す
る
傾
向
が
な
い
と
は
い
え

な
い

し
か
し
そ
れ
で
は
本
来
の
目
標
で
あ
る
生
死

脱
な
ど
思
い
も
よ
ら
ず

か
え

て

公
案
を
透
過
し
た
と
い
う
こ
と
で

我
見
我
慢
を
増

さ
せ
る
こ
と
に
な
る

　
そ
れ
を
そ
う
せ
ず
に

真
に
学
人
自
身
の
全
存
在
を

し
た
大
問
題
た
ら
し
め
る
の
が

師
家
の
力
量
で
あ
り
学
人
の
菩
提
心
で
あ
る

今

洪
川
老
師
の
場
合
は

自
己
の
燃
え
る

よ
う
な

心
に
加
う
る
に

「
鬼
大
拙
」
と
い
う
恰
好
の
厳
師
を
得
た
の
で
あ
る

　　
果
た
し
て
大
拙
老
師
は

洪
川
老
師
の
苦
悶
や
刻
苦
の
様
を
見
て
も
依
然
と
し
て
棒
喝
を

行
ず
る
こ
と
を
や
め
ず

顔
を
見
た
だ
け
で
ま
る
で
か
た
き

敵

の
よ
う
に
怒

て
叱
り
飛
ば
す
ば

か
り
で
あ

た

こ
れ
は

大
拙
老
師
ご
自
身
が
名
僧
た
い
げ
ん
し
げ
ん

太
元
孜
元
老
師
の
え

か

会
下
に
あ

て
刻
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苦
さ
れ
た
経
験
か
ら

こ
の
八
方
ふ
さ
が
り
の

漫
々
地
の
場
を
打
破
す
る
に
は

そ
れ
こ

そ
一
層
の
精
進
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
良
く
知

て
い
た
か
ら
で
あ
る

　
こ
の
時
も
し
師
家
が
手
加
減
し
た
り
温
情
に
流
さ
れ
た
り
す
れ
ば

学
人
は
な
か
な
か
転

迷
開
悟
の
機
会
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う

こ
う
い
う
時
節
は

よ
ほ
ど
因
縁
が

熟
さ
な
け
れ
ば
到
来
し
な
い
か
ら
で
あ
る

そ
こ
で
禅

で
は

こ
の
師
家
の
徹
困
の
親
切

と
も

え
る
悪
辣
な
手
段
を

「
耕
夫
の
牛
を
駆
り

人
の

を
奪
う
」
と

て
貴
ん

で
い
る
の
で
あ
る

　　
洪
川
老
師
は
こ
の
無
慈
悲
の
慈
悲
を
行
ず
る
大
拙
老
師
に
対
し
て
い
さ
さ
か
の
疑
い
も
持

た
ず

益
々
謙

に
な

て
誠
心
誠
意
の
限
り
を
尽
く
し
た

僧
堂
の
日
常
の
作
務
万
般
に

労
を
忘
れ
て
全
身
全

を
投
入
す
る
日
々
が
続
い
た

こ
の
時
に
当
た

て
洪
川
老
師
は

最
早

わ
ん
と
欲
し
て
も

う
べ
き
こ
と
も
無
く

呈
し
よ
う
と
思

て
も
呈
す
べ
き
も
の

も
無
く
な
り

い
よ
い
よ
ぎ
り

う

伎
倆
既
に
尽
き
進
退
こ
れ
極
ま

た

心
に
何
の
楽
し
み
も
無
く

な
り

お
ん
じ
き

味
無
し
と
い
う
状
態
に
陥
り

姿
か
た
ち
も
憔
悴
し
切

て
顔
色
も
土
の
如
く

に
な

て
来
た

人
は
皆

「
守
拙
上
座
は
禅
病
に
か
か

た

い
う
ち
に
必
ず
死
ん
で

し
ま
う
ぞ
」
と
噂
し
た

　　
こ
う
し
た
あ
る
夕
方
の
こ
と

相
国
寺
僧
堂
で
誠
拙
し

う
ち

周

樗
老
師
の
毎
月
忌
に
際
し
て

大
拙
老
師
は
院
に
帰

て
就
寝
さ
れ
た

　
洪
川
老
師
は

心
ひ
そ
か
に
「
わ
が
工
夫
は
ま
さ
に
純
熟
し

大
悟
の
時
が
至

た
」
と

思

た

深
夜
独
り
禅
堂
に
入

て

精
神
を
奮
い
立
た
せ
て
し
か
確

と
坐
禅
摂
心
し
て

ま

ぶ
た
を
合
わ
せ
る
こ
と
無
く
工
夫
し
抜
い
た

深
く
公
案
三
昧
に
入

て

夜
が
明
け
て
窓
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が
白
け
て
来
る
の
も
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で

た
だ
恍
惚
と
し
て
暁
の
開
版
が
時
を
知
ら
せ
る

音
声
が

わ
ず
か
に
耳
に
入

て
く
る
の
を

え
る
だ
け
で
あ

た

悦
び
に
堪
え
ず

い

よ
い
よ
益
々
公
案
を
て
い
ぜ
い

提
撕
し
て
終
日
禅
堂
か
ら
出
で
ず
に
坐
り
に
坐
り
抜
き

工
夫
に
工
夫

を
つ
い
で
少
し
の
間
断
も
無
く

寝

も
忘
じ
果
て
て
し
ま

た

　　
こ
う
し
て
え
も

え
ぬ
三
昧
境
に
入

て
し
か
も
そ
れ
す
ら
忘
ず
る
ほ
ど
工
夫
に
没
頭
し

夕
方
の
た
そ
が
れ
時
に
な

た
頃

忽
然
と
し
て
前
後
際
断
し
て
実
相
が
現
前
し

絶
妙
の

佳
境
に
入

た

眼
や
耳
も
皆
無
く
な
り

見
聞
き
す
る
自
己
も
空
じ
尽
く
し
た
の
で
あ
る

程
な
く
し
て
胸
の
う
ち
が
か
つ
ね
ん

豁
然
と
し
て

真
眼
が
開
け
た

大
好
事
が
見
え

大
好
声
が
聞

こ
え
た

こ
れ
ま
で
の
疑
団
が
一
遍
に
氷
消
し
た

　
黙
し
て
い
る
こ
と
が
出
来
ず

思
わ
ず
口
を
つ
い
て
連
呼
し
た

「
わ
れ
神
悟
せ
り

わ

れ
神
悟
せ
り

百
万
の
経
典
も
真
昼
の
燈
の
様
に
無
用
と
な

て
し
ま

た

不
思
議
だ

不
思
議
だ
」
と

そ
し
て
投
機
の
偈
を
作

て
曰
く

「
疎
濶
な
り
孔
夫
子

相
逢
う
あ

と

阿
堵

の
中

誰
に
よ
り
て
多

し
去
ら
ん

好
媒
主
人
公
」
（
ご
無
沙
汰
し
ま
し
た
孔
子
様

今

こ
の
瞬
間
に
は

き
り
と
お
目
に
か
か
り
ま
し
た

も
う
人
様
に
仲
介
し
て
頂
く
必
要
は
無

く
な
り
ま
し
た

こ
う
し
て
じ
か
に
お
目
に
か
か

て
い
る
の
で
す
か
ら
）
（
盛
永
宗
興
訳
）

と　　
早
速
走

て
大
拙
老
師
の
お
ら
れ
る
院
に
行
き

見

を
呈
す
る
と

老
師
は
初
め
て
に

こ
り
と
微
笑
ま
れ
た

洪
川
老
師
は
申
し
上
げ
た

「
か
つ
て
禅
に
妙
悟
が
あ
る
と
聞
い

て
お
り
ま
し
た
が

今
日
初
め
て
古
人
の
そ
の

葉
が
偽
り
で
な
い
事
を
知
り
ま
し
た
」
と

大
拙
老
師
が

わ
れ
る
に
は

「
貴
公
は
一
旦
の
慶
快
を
も

て

れ
り
と
し
て
は
な
ら
ぬ

こ
れ
以
後
は
四
弘
の

に

打

て

無
量
の
妙
慧
を
煥
発
し

無
数
の
因
縁
を
透
過
し
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て

末
後
別
に
生
涯
が
有
る
こ
と
を

得
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

般
若
の
智
慧
を
欠
い
た
定
は

定
で
あ
る

慎
ん
で
無
念
無
心
に
尻
を
据
え
て
は
な
ら
ぬ
」
と

そ
の
他
懇
々
と
し
て
涙
を

浮
か
べ
な
が
ら
大
拙
老
師
は
ご
垂
誡
さ
れ
て

夕
方
よ
り
午
後
八
時
に
及
ん
だ

洪
川
老
師

は
感
涙
に
咽
ん
で
退
出
し
た
と
い
う

時
に
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
四
月
二
十
七
日
の

こ
と
で

洪
川
老
師
二
十
七
歳
の
こ
と
で
あ

た

　　
そ
れ
以
来

入
室
参
禅
す
る
た
び
に

大
拙
老
師
は
数
段
の
古
人
の
因
縁
（
公
案
）
を
浴

び
せ
掛
け
ら
れ
た
が

洪
川
老
師
は

或
い
は
じ
き
げ

直
下
に
看
破
し

或
い
は
一
両
日
で
透
過
し

一
向
に
行
き
詰
ま
る
こ
と
は
な
か

た

日
常
の
一
挙
一
動
も
快
活
そ
の
も
の
で

自
然
に

口
か
ら
妙

を
吐
き

は
た
ら
き

機

は
妙
用
を
示
し
た

　
或
る
夜

大
拙
老
師
が
師
に
対
し
て

わ
れ
る
に
は

「
仏
法
の
一
大
事
（
箇
の
事
）
は

譬
え
ば
た
ま珠

を
は
く
た
く

剥
琢
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る

け
ず剥

れ
ば
剥
る
ほ
ど
益
々
光
り

み
が琢

け
ば
琢

く
ほ
ど
益
々
明
ら
か
と
な
る

わ
し衲

は
す
で
に
貴
公
を
一
度
剥
り
琢
い
た

貴
公
自
身
で
す
る

幾
生
涯
の
工
夫
に
も
勝
る
も
の
だ

こ
の
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と

こ
う

て
大

拙
老
師
は
「
臨
危
不
変

真
大
丈
夫
（
危
う
き
に
臨
ん
で
変
ぜ
ざ
る
は

真
の
大
丈
夫
）
」

と
い
う
一
句
を
書
い
て
渡
さ
れ
た

洪
川
老
師
は
歓
喜
に
堪
え
ず

日
を

て
心
境
外
見

と
も
に
精
彩
を
加
え
て

禅
病
と
い
わ
れ
た
症
状
も
い
つ
の
間
に
か
自
然
に
か
い
ゆ

快
癒
し
て

外

見
も
も
と
通
り
に
な
り

顔
色
も
潤
い
を
増
し
た

人
々
は
皆
大
い
に
不
思
議
が

た
と
い

う

し
か
し

洪
川
老
師
は
身
を
慎
ん
で
歓
喜
を
秘
し
て
漏
ら
さ
ず

密
々
に
参
究
し
て
怠

る
こ
と
が
な
か

た

　　
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の
夏

備
前
岡
山
に
あ
る
曹
源
寺
の
儀
山
善
来
老
師
が

初
め

て
専

道
場
を
開
い
て
結
制
を

け
ら
れ
た
の
で

洪
川
老
師
は
大
拙
老
師
の
命
に
よ
り
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曹
源
寺
へ
転
錫
し
て
修
行
す
る
こ
と
と
な

た

儀
山
老
師
は

大
拙
老
師
と
同
じ
く

曹

源
寺
の
た
い
げ
ん
し
げ
ん

太
元
孜
元
老
師
の
え

か

会
下
で
修
行
し
た
孤
危
嶮
峻
な
名
僧
で
あ
る

　
大
拙
老
師
が
洪
川
老
師
を
自
分
の
手
元
に
置
い
た
ま
ま
に
せ
ず
に

道
友
の
儀
山
禅
師
に

託
さ
れ
た
の
は

愛
弟
子
の
大
成
を
心
か
ら

う
本
師
大
拙
老
師
の
大
悲
心
で
あ
る

洪
川

老
師
も
よ
く
そ
の
期
待
に
応
え

更
に
儀
山
老
師
の
も
と
で
刻
苦
し

遂
に
儀
山
老
師
の
法

を
嗣
ぐ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら

禅
の
真
実
の
修
行
の
何
た
る
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う

わ
く
は
一
箇
半
箇
で
も
こ
う
し
た
本
当
の
修
行
を
す
る
有
為
の
人
物
が
出
て
き
て

天
下

の
蔭
涼
樹
（
そ
の
蔭
で
大
勢
の
人
が
憩
え
る
よ
う
な
法
の
大
樹
）
に
な

て
頂
き
た
い
も
の

で
あ
る
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