
   

沢
庵
（
た
く
あ
ん
） 

 
 

漬
物
の
大
根
漬
け
の
こ
と
を
、
沢

庵
（
た
く
あ
ん
）
と
言
い
ま
す
。
な

ぜ
、
沢
庵
と
呼
ぶ
の
か
、
い
ろ
い
ろ

な
説
が
あ
り
ま
す
。 

①
沢
庵
和
尚
が
漬
け
始
め
た
か
ら 

②
貯
え
（
た
く
わ
え
）
漬
け
が
転
化

し
た
も
の 

③
沢
庵
和
尚
の
墓
の
形
が
大
根
漬

け
の
重
石
に
似
て
い
た
か
ら 

④
沢
庵
和
尚
の
墓
の
形
が
大
根
漬

け
に
似
て
い
た
か
ら 

こ
の
沢
庵
和
尚
と
い
う
お
坊
さ

ん
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
臨
済
宗
の 

お
坊
さ
ん
で
す
。
三
十
五
歳
で
大
徳 

寺
の
第
一
座
と
な
り
、
堺
の
南
宗
寺 

に
住
持
。
寛
永
六
年
に
紫
衣
事
件
で 

幕
府
と
抗
争
し
、
出
羽
に
配
流
さ
れ
、 

の
ち
に
許
さ
れ
て
宮
中
で
お
経
を 

講
義
し
、
徳
川
家
光
の
帰
依
を
受 

け
て
、
品
川
に
東
海
寺
を
開
き
ま
し 

た
。 ま

た
、
宮
本
武
蔵
の
師
匠
と
伝
え 

ら
れ
て
い
ま
す
。 

      

雑
記
抄
～
我
が
家
の
阿
弥
陀
さ
ま
～ 

 
今
年
も
、
お
盆
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

お
盆
の
間
、
百
三
十
七
軒
の
檀
信

徒
の
皆
様
の
お
家
に
、
棚
経
の
お
参

り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

一
軒
一
軒
、
お
仏
壇
の
前
で
読
経

し
、
お
ま
つ
り
し
て
あ
る
阿
弥
陀
さ

ま
の
お
顔
を
拝
む
と
、
阿
弥
陀
さ
ま

の
お
顔
が
、
百
三
十
七
体
す
べ
て
違

う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
家
々
で
先
祖
代
々

お
守
り
さ
れ
て
き
た
阿
弥
陀
さ
ま

は
、
先
祖
代
々
お
守
り
し
て
き
た

人
々
と
共
に
過
ご
し
、
う
れ
し
い
と

き
も
悲
し
い
と
き
も
、
幸
せ
な
と
き

も
そ
う
で
な
い
と
き
も
、
そ
の
家
族

を
見
守
り
続
け
、
共
に
喜
び
悲
し
ん

で
来
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

だ
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
顔
も
、

家
々
の
歴
史
と
同
じ
よ
う
に
、
一
つ

一
つ
違
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
我
が
家
の
阿
弥
陀
さ
ま
」
は
、

こ
れ
か
ら
も
私
た
ち
を
見
守
っ
て

く
だ
さ
い
ま
す
。 

平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
発
行 

浄
じ
ょ
う

土 ど

宗
し
ゅ
う

西 せ
い

山 ざ
ん

禅 ぜ
ん

林 り
ん

寺 じ

派 は 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

常 

林 

院 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

愛 あ
い

別 べ
つ

離 り

苦 く 
 

～
愛 あ

い

す
る
人 ひ

と

と 

 

別 わ
か

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦 く

る

し
み
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

釋
迦

し
ゃ
か 

 

悲
し
み
を
の
り
こ
え
て 

昔
、
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
に
、
ク
リ
シ
ャ
ー
・
ガ
ウ
タ
ミ

ー
と
い
う
女
性
が
い
ま
し
た
。
彼
女
に
は
一
人
の
男
の
子
が

い
ま
し
た
。
な
か
な
か
子
ど
も
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
彼
女
に

と
っ
て
、
よ
う
や
く
さ
ず
か
っ
た
子
ど
も
だ
っ
た
の
で
、
と

て
も
と
て
も
か
わ
い
が
っ
て
い
ま
し
た
。 

よ
ち
よ
ち
歩
き
を
始
め
た
頃
、
そ
の
男
の
子
が
突
然
死
ん

で
し
ま
い
ま
し
た
。
ガ
ウ
タ
ミ
ー
は
、
子
ど
も
の
死
体
を
か

か
え
て
町
を
走
り
回
り
、
狂
っ
た
よ
う
に
叫
び
ま
す
。 

「
ど
な
た
か
、
こ
の
子
の
生
き
返
る
薬
を
く
だ
さ
い
！
」 

 
 

子
ど
も
の
死
体
は
腐
り
は
じ
め
、
臭
い
が
し
て
い
ま
す
。 

そ
れ
で
も
彼
女
は
死
体
を
離
し
ま
せ
ん
。 

「
女
よ
、
わ
た
し
が
そ
の
薬
を
つ
く
っ
て
あ
げ
よ
う
。」 

そ
う
声
を
か
け
た
の
は
お
釈
迦
さ
ま
で
す
。
そ
し
て
お
釈

迦
さ
ま
は
、 

「
薬
の
原
料
と
な
る
カ
ラ
シ
の
種
を
も
ら
っ
て
来
な
さ
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
死
者
を
一
度
も
出
し
た
こ
と
の
な
い
家

の
カ
ラ
シ
の
種
で
な
い
と
だ
め
だ
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

 

ガ
ウ
タ
ミ
ー
は
町
中
の
家
々
を
訪
ね
て
回
り
ま
す
。 

「
お
宅
で
は
死
者
を
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」 

ど
の
家
も
死
者
を
出
し
た
こ
と
の
あ
る
家
ば
か
り
で
す
。 

去
年
夫
を
亡
く
し
た
家
、
お
じ
い
さ
ん
を
亡
く
し
た
家
、

あ
る
家
で
は
子
ど
も
を
亡
く
し
た
ば
か
り
、
と
涙
な
が
ら
に

話
す
人
も
い
ま
し
た
。 

 

家
を
訪
ね
る
ご
と
に
、
ガ
ウ
タ
ミ
ー
の
狂
気
は
少
し
ず
つ

し
ず
ま
っ
て
い
き
ま
す
。 

彼
女
は
お
釈
迦
さ
ま
の
と
こ
ろ
へ
も
ど
り
ま
す
。 

「
女
よ
、
カ
ラ
シ
の
種
は
も
ら
っ
て
き
た
か
？
」 

「
い
い
え
、
も
う
薬
は
い
り
ま
せ
ん
。
こ
の
子
を
荼
毘
（
だ

び
）
に
ふ
し
て
や
り
ま
す
。」 

と
ガ
ウ
タ
ミ
ー
は
答
え
ま
し
た
。 

 

 
 

月 
 

影 
 
 
 
 
 

 

第 30 号 



 

～
何
が
書
い
て
あ
る
の
？ 

浄

土

宗

じ
ょ
う
ど
し
ゅ
う

西
山

せ
い
ざ
ん

勤

行

式

ご
ん
ぎ
ょ
う
し
き

（
赤
本
）
解
説 

  

三
念
仏 

 
 

南 な

無 む

阿 あ

弥 み

陀 だ

仏 ぶ
つ 

南 な

無 む

阿 あ

弥 み

陀 だ

仏 ぶ
つ 

南 な

無 む

阿 あ

弥 み

陀 だ

仏 ぶ
つ 

 

（
訳
）
阿
弥
陀
仏
に
心
か
ら
帰
依

き

え

い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

阿
弥
陀
仏
に
心
か
ら
帰
依

き

え

い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

阿
弥
陀
仏
に
心
か
ら
帰
依

き

え

い
た
し
ま
す
。 

     

南
無
と
は
「
お
ま
か
せ
し
ま
す
」 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
「
南
無
」
に
は
、「
心
」
と
い
う
意
味
が 

あ
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
私
の
こ
の
身
こ
の
命
を
捧
げ
、
す
べ

て
お
ま
か
せ
い
た
し
ま
す
、
と
い
う
意
味
で
す
。 

こ
の
「
お
ま
か
せ
い
た
し
ま
す
」
を
難
し
く
言
う
と
「
帰 

依
（
き
え
）
い
た
し
ま
す
」
に
な
り
ま
す
。 

阿
弥
陀
さ
ま
に
帰
依
す
る
の
で
、「
南
無
」
＋
「
阿
弥
陀
仏
」 

で
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
な
る
の
で
す
。 

し
た
が
っ
て
、
拝
む
仏
さ
ま
に
よ
っ
て
唱
え
方
は
変
わ
り 

ま
す
。
観
音
菩
薩
を
拝
む
と
き
は
「
南
無
観
世
音
菩
薩
」、 

お
地
蔵
さ
ま
を
拝
む
と
き
は
「
南
無
地
蔵
大
菩
薩
」
と
唱
え

ま
す
。 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
「
阿
弥
陀
」
は
、「
量
（
は
か
）
り
知 

れ
な
い
（
無
量
）」
と
い
う
意
味
を
も
つ
イ
ン
ド
語
「
ア
ミ
タ
」

に
由
来
し
ま
す
。「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
仏
さ
ま
は
、
量
り
し

れ
な
い
ほ
ど
の
寿
命
と
、
量
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
あ
た
た
か

い
救
い
の
光
を
お
持
ち
に
な
っ
た
仏
さ
ま
で
す
。
そ
こ
か
ら
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
こ
と
を
「
無
量
寿
仏
」「
無
量
光
仏
」
と
も
お

呼
び
し
ま
す
。 

「
阿
弥
陀
さ
ま
に
す
べ
て
お
ま
か
せ
い
た
し
ま
す
」
と
い
う

思
い
が
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
、
お
念

仏
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。



 
 

問
）「
春
の
お
彼
岸
」
と
「
秋
の
お
彼 

岸
」
は
何
が
違
う
の
で
す
か
？ 

答
）
一
般
に
「
お
彼
岸
」
と
は
「
彼 

 

岸
会
」
の
仏
事
を
い
い
、
年
二
回 

執
り
行
わ
れ
ま
す
。
彼
岸
会
は
、

春
分
・
秋
分
の
日
を
中
日
と
し
て
、

そ
の
前
後
三
日
を
あ
わ
せ
た
七

日
間
行
わ
れ
ま
す
。
普
通
「
お
彼

岸
」
と
い
っ
た
場
合
は
春
の
お
彼

岸
の
こ
と
を
い
い
、
秋
の
お
彼
岸

は
「
秋
彼
岸
」
と
呼
び
、
区
別
を

し
ま
す
。 

「
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
」
に 

よ
れ
ば
、
春
分
の
日
は
「
自
然
を 

た
た
え
、
生
物
を
い
つ
く
し
む
」 

と
さ
れ
、
秋
分
の
日
は
「
祖
先
を 

う
や
ま
い
、
な
く
な
っ
た
人
々
を 

し
の
ぶ
」
と
意
味
づ
け
さ
れ
て
い 

ま
す
。 

問
）「
彼
岸
の
入
り
」
と
い
う
の
は
何 

の
こ
と
で
す
か
？ 

答
）
彼
岸
会
の
時
期
で
あ
る
七
日
間 

の
最
初
の
日
を
「
彼
岸
の
入
り
」 

と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最
後
の 

日
を
「
彼
岸
明
け
」
ま
た
は
「
結 

願
（
け
ち
が
ん
）」
と
呼
び
ま
す
。 

地
域
に
よ
っ
て
呼
び
方
は

様
々
で
す
。 

問
）
お
彼
岸
は
ど
う
い
う
ふ
う 

に
過
ご
せ
ば
い
い
で
す
か
？ 

答
）
お
墓
参
り
を
し
、
仏
壇
を 

掃
除
し
て
、
お
菓
子
や
果
物 

等
を
お
供
え
し
ま
す
。 

ま
た
、
お
寺
で
行
わ
れ
る
彼 

岸
会
法
要
や
お
説
教
に
参

加
し
ま
す
。 

 

問
）
お
彼
岸
に
お
供
え
す
る
「
お
は 

ぎ
」
と
「
ぼ
た
も
ち
」
は
違
う
の 

で
す
か
？ 

答
）「
お
は
ぎ
」
も
「
ぼ
た
も
ち
」

も
同
じ
も
の
で
す
。 

春
彼
岸
に
供
え
る
「
ぼ
た
も
ち
」

は
、
春
に
咲
く
牡
丹
（
ぼ
た
ん
）
に

ち
な
ん
で
「
ぼ
た
も
ち
」
と
い
い
、

秋
彼
岸
に
供
え
る
「
お
は
ぎ
」
は
、

秋
に
咲
く
萩
（
は
ぎ
）
に
ち
な
ん
で

「
お
は
ぎ
」
と
い
い
ま
す
。 

 

問
）「
彼
岸
花
」
は
ど
う
し
て
お
彼
岸

の
名
を
つ
け
て
い
る
の
で
す
か
？ 

答
）
九
月
中
旬
の
秋
彼
岸
の
時
期
に

花
を
咲
か
せ
、
秋
の
訪
れ
を
知
ら

せ
る
花
で
あ
る
こ
と
が
由
来
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
彼
岸
花
は
有
毒
な
た
め

食
す
る
と
死
に
至
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
彼
岸
（
死
）

に
い
っ
て
し
ま
う
か
ら
と
い
う

説
も
あ
り
ま
す
。 

 
 

別
名
「
曼
珠
沙
華
（
ま
ん
じ
ゅ

し
ゃ
げ
）「
地
獄
花
」 

 

「
幽
霊
花
」「
死
人
花
」。 


