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沢
庵
禅
師
（
一
五
七
三
～
一
六
四
六
）
は
、
徳
川
家
光
の
相
談
役
も
務
め

た
禅
僧
で
あ
る
が
、
将
軍
家
の
指
南
役
・
柳
生
新
陰
流
の
柳
生
宗
矩
（
一
五

七
一
～
一
六
四
六
）
の
心
の
師
で
あ
り
、「
剣
禅
一
如
」
の
思
想
で
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
彼
は
、
人
間
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。「
剣
禅
一
如
」
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
、
彼
の
人
間
観
に
つ
い
て
は
、

従
来
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
来
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
沢
庵
禅
師
に
お
け
る
人
間
観
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。 

 

沢
庵
に
は
、
自
然
や
人
間
の
道
理
に
つ
い
て
説
き
、
人
生
の
あ
り
方
を
示

し
た
『
玲
瓏
集
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
、
月
日
が
過
ぎ

行
く
こ
と
が
旅
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
沢
庵
は
、
李
白
（
七
〇
一
～
七
六

二
）
の
次
の
詩
を
引
用
し
て
い
る
。 

夫
れ
天
地
は
万
物
の
逆
旅
に
し
て
、
光
陰
は
百
代
の
過
客
な
り
。
而
し

て
浮
世
は
、
夢
の
若
し
。 

観
を
為
す
こ
と
幾
何
ぞ
。
古
人
燭
を
と
り
て
夜
遊
ぶ
。
良
に
似
あ
る
な

り
  (1)
。 

こ
の
詩
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
天
地
は
生
滅
た
え
な
い
万
物
の
宿
屋

で
あ
る
、
流
れ
て
返
ら
ぬ
時
は
永
久
に
過
ぎ
ゆ
く
旅
人
に
も
ひ
と
し
い
。
そ

し
て
こ
の
世
は
夢
の
よ
う
に
は
か
な
い
。
歓
を
つ
く
す
こ
と
は
い
か
ほ
ど
の

間
で
あ
ろ
う
、
古
人
が
燭
を
と
も
し
て
夜
も
遊
ん
だ
の
は
、
ま
こ
と
に
も
っ

と
も
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

沢
庵
は
、
こ
の
詩
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
解
説
を
加
え
て
い
る
。 

物
と
は
、
木
や
石
の
よ
う
に
情
の
な
い
物
だ
け
を
い
う
の
で
は
な
く
、
人

を
も
物
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
現
実
の
世
界
は
、
物
や
人
が
生
き
か
う
旅
の

宿
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
物
と
人
と
は
少
し
の
間
も
と
ど
ま
る
こ
と
が
な

い
。
月
日
の
過
ぎ
ゆ
く
こ
と
は
、
旅
人
が
通
り
過
ぎ
て
と
ど
ま
ら
ぬ
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
春
夏
秋
冬
と
次
第
に
過
ぎ
ゆ
く
こ
と
は
、
百
代
の
間
も
変
わ

る
こ
と
が
な
い
。 

こ
の
身
は
夢
の
よ
う
で
、
あ
る
と
見
え
て
、
覚
め
て
み
れ
ば
、
あ
と
か
た

も
な
い
。
そ
し
て
夢
み
る
間
も
、
ど
れ
ほ
ど
の
時
な
の
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、

昔
の
人
が
夜
を
日
に
つ
い
で
、
燈
火
を
か
か
げ
て
夜
遊
ん
だ
の
も
、
理
由
の

な
い
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

人
生
は
旅
の
宿
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
。
確
か
に
生
を
受
け
て
死
ぬ
ま
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で
八
十
年
、
百
年
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
大
宇
宙
の
生
命
の
長
さ
に
比
べ
る

と
一
瞬
に
過
ぎ
な
い
。
一
時
の
夢
に
過
ぎ
な
い
。
で
は
、
そ
の
人
生
と
は
如

何
な
る
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
如
何
に
生
き
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

   
  

二二  

欲欲
とと
無無
欲欲  

 

沢
庵
は
、
人
間
の
欲
望
と
い
う
も
の
を
直
視
し
て
い
る
。『
玲
瓏
集
』
に

お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

欲
と
云
ふ
、
只
財
宝
に
付
て
、
金
銀
所
望
に
思
て
の
み
、
欲
と
云
ふ
に

非
す
。
眼
に
色
を
見
る
も
欲
也
。
耳
に
声
を
聞
く
も
欲
也
。
鼻
に
香
を

嗅
く
も
欲
也
。
一
念
わ
づ
か
に
き
ざ
す
も
是
を
欲
と
名
づ
く
。
此
身
は

欲
を
堅
め
て
、
作
り
出
せ
る
也
。
人
皆
欲
に
つ
よ
き
事
尤
道
理
也

  (2)
。 

す
な
わ
ち
欲
と
い
う
場
合
、
こ
れ
は
た
だ
財
産
や
金
銀
を
欲
し
が
る
こ
と

だ
け
を
指
す
の
で
は
な
い
。
眼
が
物
を
見
る
の
も
欲
に
よ
る
の
で
あ
る
。
耳

が
声
を
聞
く
の
も
欲
で
あ
る
。
鼻
が
香
を
か
ぐ
の
も
、
や
は
り
欲
に
よ
る
の

で
あ
る
。
少
し
で
も
何
か
を
し
よ
う
と
い
う
思
い
が
芽
生
え
る
の
も
、
欲
が

あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
の
働
き
全

て
が
、
欲
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
人
間
の
身
体
は
欲
の
固
ま
り
と
し
て
で
き
あ
が
っ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
誰
で
も
欲
が
強
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
欲
で
固
ま
っ
た
身
体
の
う
ち
に
も
無
欲
の
本
性
が
潜
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
常
に
血
気
に
か
く
さ
れ
て
、
そ
の
働
き
が
外
に
現
わ
れ

に
く
い
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
の
無
欲
の
本
性
は
守
り
に
く
く
、
外
部
の

あ
ら
ゆ
る
物
事
に
応
ず
る
た
め
に
、
他
の
六
欲
、
す
な
わ
ち
眼
・
耳
・
鼻
・

舌
・
身
・
意
の
感
覚
か
ら
生
ま
れ
る
様
々
な
欲
望
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
欲
に

落
ち
込
む
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
沢
庵
は
、
欲
と
五
蘊
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。 

我
々
の
身
体
は
、
色
・
受
・
想
・
行
・
識
の
五
蘊
、
五
つ
の
集
ま
り
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。 

色
は
、
こ
の
肉
体
を
い
い
、
受
は
、
こ
の
肉
体
の
感
受
す
る
善
悪
、
是
非
、

悲
歓
、
苦
楽
な
ど
の
感
覚
を
い
う
。 

想
は
、
願
望
の
意
味
で
あ
る
。
悪
を
嫌
い
善
を
願
い
、
悲
し
み
を
去
っ
て

歓
び
を
願
い
、
苦
を
除
き
、
楽
を
願
う
、
そ
の
思
い
を
想
と
い
う
の
で
あ
る
。 

行
と
は
、
先
の
受
と
想
を
身
体
で
行
う
こ
と
で
あ
る
。
苦
し
み
を
嫌
っ
て

楽
し
い
こ
と
を
行
い
、
悪
を
嫌
っ
て
わ
が
身
に
善
い
こ
と
を
す
る
こ
と
を
い

う
の
で
あ
る
。 

識
と
は
、
先
の
受
・
想
・
行
の
善
悪
、
是
非
、
苦
楽
、
悲
歓
を
分
別
し
て
、

悪
を
悪
と
知
り
、
善
を
善
と
知
り
、
苦
を
苦
と
知
り
、
楽
を
楽
と
分
別
す
る

意
識
の
働
き
を
い
う
。 

こ
の
識
は
、
自
分
本
位
に
し
て
、
醜
を
嫌
い
、
美
を
好
む
の
で
あ
る
。
そ

の
執
着
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
動
く
こ
の
身
体
を
受
け
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
身
体
が
あ
る
か
ら
受
蘊
が
あ
り
、
受
蘊
が
あ
る
か
ら
想
蘊
が
あ
り
、

想
蘊
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
行
う
行
蘊
が
あ
り
、
行
を
行
お
う
と
す
る
行
蘊

が
あ
る
か
ら
、
識
蘊
が
あ
る
。 
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こ
の
意
識
に
よ
っ
て
、
善
悪
、
是
非
、
美
醜
を
分
別
し
て
、
何
を
取
り
何

を
捨
て
る
か
の
想
い
が
起
こ
り
、
想
い
が
起
こ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
身
体
が

生
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
太
陽
や
月
が
水
た
ま
り
に
映
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
仏
も
「
物
に
応
じ
て
形
を
現
わ
す
こ
と
、
水
中
の
月
の
如
し
」

と
説
い
て
い
る
。 

色
・
受
・
想
・
行
・
識
と
、
識
か
ら
色
へ
と
繰
り
返
す
循
環
を
短
縮
し
て

い
え
ば
、
五
蘊
の
連
関
は
、
十
二
因
縁
の
流
転
に
よ
っ
て
、
こ
の
身
を
受
け

た
の
だ
か
ら
、
結
局
、
識
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
あ
る
。 

沢
庵
は
、
識
は
す
な
わ
ち
欲
で
あ
る
、
と
結
論
す
る
。
こ
の
欲
、
こ
の
識

が
こ
の
五
蘊
か
ら
で
き
て
い
る
身
体
を
生
起
さ
せ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
身
体

全
体
が
欲
で
固
ま
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

髪
の
毛
一
筋
を
引
っ
張
っ
て
も
、
た
ち
ま
ち
欲
念
が
起
こ
り
、
指
先
に
触
っ

て
も
す
ぐ
に
欲
念
が
起
こ
り
、
足
の
爪
先
に
触
れ
て
も
欲
念
が
起
こ
る
。
つ

ま
り
、
身
体
全
体
が
欲
で
固
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
、
人
間
の
身
体
は
、
た
だ
の
欲
の
固
ま
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
欲
で
固
ま
っ
て
い
る
身
体
の
中
に
も
、
ま
っ
た
く
無
欲
正
直
な
中
心
が

隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
沢
庵
は
指
摘
す
る
。
こ
の
心
は
、
色
・
受
・
想
・
行
・

識
の
五
蘊
の
身
で
は
な
く
、
色
も
形
も
な
く
、
欲
と
い
う
も
の
も
な
く
、
中

正
に
し
て
ま
っ
す
ぐ
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
心
を
規
準
に
し
て
、
す
べ
て
の

事
を
行
う
場
合
、
そ
れ
は
み
な
義
に
適
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、

義
の
本
体
・
本
質
で
あ
る
。 

心
は
無
欲
な
も
の
、
正
直
な
も
の
だ
と
い
い
、
人
間
は
こ
の
よ
う
な
純
粋

な
心
を
も
っ
て
い
る
と
沢
庵
は
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
沢
庵
の
見
解

に
従
え
ば
、
人
間
は
欲
の
み
で
な
く
、
無
欲
の
心
を
内
に
秘
め
て
い
る
も
の

だ
と
い
え
よ
う
。 

   
  

三三  

貪貪
瞋瞋
痴痴
のの
三三
毒毒  

 

人
間
は
欲
の
固
ま
り
だ
と
い
う
沢
庵
は
、
さ
ら
に
人
間
の
欲
の
根
源
で
あ

る
三
毒
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。『
玲
瓏
集
』
と
同
じ
よ
う
に
自
然
と
人

間
の
道
理
に
つ
い
て
説
い
た
『
東
海
夜
話 

上
之
巻
』
に
お
い
て
、
沢
庵
は

ま
ず
業
に
つ
い
て
、 

 
 

一 

業
と
は
、
万
の
人
の
な
す
わ
ざ
也

  (3)
。 

と
い
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

そ
の
業
に
善
悪
が
あ
り
、
善
を
善
業
と
い
い
、
悪
を
悪
業
と
い
う
。
も
と

も
と
、
身
口
意
の
三
業
よ
り
万
の
わ
ざ
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
身
三
、
口

四
、
意
三
の
名
が
あ
る
。
殺
生
、
偸
盗
、
邪
淫
を
身
の
三
業
、
こ
れ
は
身
に

な
す
三
つ
の
行
い
で
あ
る
。
妄
語
、
綺
語
、
悪
口
、
両
舌
を
口
の
四
業
、
す

な
わ
ち
口
が
な
す
行
い
で
あ
る
。
貪
欲
、
瞋
恚
、
愚
痴
を
意
の
三
業
、
こ
れ

は
意
識
が
な
す
わ
ざ
で
あ
る
。
上
の
身
口
意
の
三
業
の
中
で
、
身
に
な
す
の

を
身
業
、
口
に
な
す
の
を
口
業
、
意
に
な
す
の
を
意
業
と
い
う
。 

身
、
口
の
二
業
も
意
を
離
れ
た
は
た
ら
き
で
は
な
い
か
ら
、
要
す
る
に
意

業
で
あ
る
。
そ
こ
で
貪
瞋
痴
の
三
毒
と
い
っ
て
、
意
業
を
一
切
の
悪
業
の
根

本
と
す
る
。 
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仏
教
で
は
、
人
間
の
煩
悩
を
三
毒
、
貪
り
、
瞋
り
、
愚
か
さ
と
し
て
と
ら

え
た
。
煩
悩
を
毒
に
喩
え
た
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
毒
を
飲
む
と
死
ぬ
の
と

同
様
に
、
三
つ
の
煩
悩
は
わ
れ
わ
れ
の
精
神
を
、
死
に
至
ら
し
め
る
。
三
毒

に
つ
い
て
中
世
、
お
よ
び
近
世
の
仏
教
者
は
実
に
明
確
に
自
覚
し
て
い
た
お

り
、
説
法
を
す
る
場
合
も
、
三
毒
に
つ
い
て
必
ず
説
い
て
い
る
と
い
っ
て
も

よ
い
。 

沢
庵
は
、
ま
ず
三
毒
の
中
の
貪
欲
に
つ
い
て
、 

貪
欲
よ
り
起
つ
て
、
屋
焼
人
殺
を
し
、
人
の
物
を
取
り
て
、
我
私
に
せ

ん
と
す
る
よ
り
、
千
般
万
端
の
悪
事
も
い
づ
る
也

  (4)
。 

と
い
う
。
す
な
わ
ち
欲
よ
り
起
こ
っ
て
、
家
を
焼
き
人
を
殺
し
、
人
の
物
を

取
っ
て
自
分
の
物
に
し
よ
う
と
す
る
よ
り
始
ま
り
、
千
般
、
万
端
の
悪
事
が

生
じ
る
の
で
あ
る
。 

沢
庵
と
同
じ
く
江
戸
時
代
の
は
じ
め
に
、
武
士
か
ら
出
家
し
て
曹
洞
宗
の

僧
と
な
り
、「
仁
王
禅
」
と
い
う
勇
猛
な
る
禅
風
を
確
立
し
た
鈴
木
正
三
（
一

五
七
九
～
一
六
五
五
）
の
生
前
の
原
稿
を
弟
子
が
集
録
し
た
『
反
故
集
』
で

は
、 

貪
欲
よ
り
餓
鬼
道
に
入
事
、
其
理
明
也
。
貪
欲
よ
り
起
所
の
念
、
一
と

し
て
正
路
な
る
事
な
し
。
先
、
兄
弟
・
父
子
・
夫
婦
の
中
に
て
も
、
他

の
為
を
思
事
な
く
、
唯
我
欲
ば
か
り
を
思
て
、
曾
て
他
の
恩
を
知
事
な

し
。（
中
略
）
総
じ
て
多
欲
の
人
は
、
人
の
善
を
嫉
て
、
我
足
ざ
る
事

を
恨
む
る
も
の
な
り

  (5)
。 

と
い
う
。
す
な
わ
ち
貪
欲
、
貪
り
の
強
い
者
は
必
ず
三
悪
道
の
一
つ
で
あ
る

餓
鬼
道
に
落
ち
る
。
死
ん
で
か
ら
落
ち
る
の
で
は
な
い
。
生
き
な
が
ら
落
ち

る
の
で
あ
る
。
貪
る
心
が
強
い
の
で
、
止
め
る
上
に
も
さ
ら
に
富
も
う
と
す

る
。
そ
の
欲
心
の
た
め
、
自
分
の
心
を
苦
し
め
る
。
そ
れ
が
餓
鬼
道
に
他
な

ら
な
い
。
他
人
の
善
、
他
人
の
繁
栄
を
嫉
妬
す
る
。
他
人
を
怨
む
、
そ
の
た

め
に
自
ら
を
苦
し
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。 
 

次
に
沢
庵
は
、
瞋
り
に
つ
い
て
、 

瞋
恚
の
怒
よ
り
発
り
て
、
親
子
の
間
で
も
不
礼
不
義
を
な
し
、
兄
弟
朋

友
の
間
に
て
も
争
を
な
し
、
切
り
つ
切
ら
れ
つ
、
討
ち
討
た
れ
な
ん
ど

す
る
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
い
づ
る
也

  (6)
。 

と
い
い
、
怒
り
腹
立
ち
が
も
と
に
な
っ
て
、
親
子
の
間
に
も
無
礼
不
義
を
行

い
、
兄
弟
朋
友
の
間
で
も
争
い
を
起
こ
し
、
切
っ
た
り
切
ら
れ
た
り
、
討
ち

討
た
れ
た
り
な
ど
、
様
々
な
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

瞋
恚
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
正
三
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。 

瞋
恚
よ
り
地
獄
に
入
事
、
其
理
明
也
。
瞋
恚
よ
り
起
所
の
念
、
一
と
し

て
正
路
な
る
事
な
し
。
瞋
の
心
強
き
人
は
、
物
毎
に
憤
り
強
し
て
、
人

を
憎
心
甚
し

  (7)
。 

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
瞋
り
の
心
を
持
つ
と
地
獄
に
入
る
の
だ
と
い
う
。
瞋

り
か
ら
発
し
た
心
で
正
し
い
道
に
か
な
う
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
怒
り
の
心

の
強
い
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
憤
り
の
心
が
強
い
た
め
に
、
相
手
を
憎
悪

す
る
。
怒
り
っ
ぽ
い
人
は
、
そ
の
人
の
本
性
が
暗
い
た
め
に
、
人
の
恩
を
忘

れ
、
仏
神
を
敬
う
謙
虚
な
気
持
ち
が
な
く
、
兄
弟
・
親
子
・
夫
婦
の
間
に
あ

る
親
し
み
を
忘
れ
、
幼
き
子
供
に
対
し
て
も
愛
情
を
抱
く
こ
と
な
く
、
憐
れ
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み
と
か
慈
悲
の
心
を
忘
却
し
、
弱
き
者
や
貧
し
き
者
に
対
し
て
も
愛
情
を
抱

く
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
そ
の
た
め
、 

少
の
事
に
も
大
な
る
怨
を
含
み
、
他
人
の
頸
を
切
っ
て
も
心
猶
あ
き
た

ら
ず
。
非
義
に
非
義
を
重
ね
、
我
と
我
胸
を
焼
て
、
自
苦
む
事
限
り
な

し
  (8)
。 

と
な
る
。 

 

怒
り
は
他
人
と
自
分
の
心
を
焼
き
尽
く
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
怒
り
の
心

は
人
間
の
み
に
向
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
非
情
で
あ
る
草
木
な
ど
に
も

向
け
ら
れ
る
。
人
間
一
生
に
一
度
や
二
度
は
、
真
に
怒
る
こ
と
も
あ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
平
素
は
怒
り
の
心
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、

い
か
に
社
会
生
活
に
と
っ
て
も
家
庭
生
活
に
と
っ
て
も
、
必
要
で
あ
る
の
か

が
わ
か
る
。
も
し
怒
り
の
心
が
生
じ
た
時
に
は
、
観
音
様
か
阿
弥
陀
様
で
も

仏
を
念
ず
る
と
よ
い
。
あ
る
い
は
、
ひ
と
と
き
の
坐
禅
を
す
る
の
も
よ
い
か

も
知
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
沢
庵
は
愚
痴
に
つ
い
て
は
、 

又
愚
痴
は
暗
鈍
な
る
故
に
理
を
し
ら
ず
、
万
事
に
つ
き
て
、
ひ
が
事
を

以
て
理
と
な
す
也
。
理
を
も
ち
て
は
、
ひ
が
事
に
随
は
ず
、
随
は
ん
を

随
へ
ん
と
す
れ
ば
、
喧
嘩
に
お
よ
ぶ
。
此
等
は
世
間
に
あ
り
て
人
我
相

争
ふ
上
の
義
也

  (9)
。 

と
い
い
、
愚
痴
は
暗
く
鈍
い
た
め
に
道
理
を
知
ら
ず
、
万
事
に
つ
け
間
違
っ

た
こ
と
を
道
理
と
す
る
。
道
理
を
わ
き
ま
え
て
お
れ
ば
、
間
違
っ
た
こ
と
に

し
た
が
う
も
の
で
は
な
い
。
随
わ
な
い
の
を
随
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
言
い
争

い
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
世
間
に
お
い
て
、
人
我
す
な
わ
ち
身
体
の
中
に
実

体
的
に
存
在
す
る
と
勘
違
い
さ
れ
た
個
人
我
の
勝
ち
負
け
に
熱
を
あ
げ
る

か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

鈴
木
正
三
も
ま
た
愚
痴
心
に
つ
い
て
は
、 

愚
痴
心
よ
り
畜
生
道
に
入
事
、
最
分
明
也
。
愚
痴
な
る
人
は
物
の
理
を

知
ら
ず
、
唯
我
身
を
思
念
耳
な
る
が
故
に
、
万
事
理
に
契
事
な
し

 (10)
。 

と
い
う
。
愚
痴
の
多
い
人
は
畜
生
道
に
落
ち
る
。
愚
か
な
人
と
い
う
の
は
物

の
道
理
が
わ
か
ら
ぬ
た
め
に
、
た
だ
自
分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
生
き
る
。

是
非
分
別
を
よ
く
わ
き
ま
え
た
人
で
あ
っ
て
も
我
が
身
を
思
う
の
は
当
然

で
あ
る
が
、
愚
か
な
人
は
そ
の
思
い
が
甚
だ
し
い
の
で
あ
る
。
物
事
の
道
理

を
し
ら
な
い
と
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。 

 

他
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
、
自
分
の
こ
と
だ
け
思
う
念
が
強
い
た
め
に
、
あ

ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
自
分
は
よ
く
、
他
人
が
悪
い
と
思
い
こ
ん
で
し
ま

う
の
で
あ
る
。
自
分
に
対
す
る
反
省
は
寸
毫
も
な
く
、
す
べ
て
を
相
手
の
悪
、

相
手
の
責
任
と
決
め
つ
け
る
。
世
界
は
自
分
を
中
心
に
回
っ
て
い
る
の
だ
と

錯
覚
す
る
。
自
分
の
責
任
は
一
切
問
う
こ
と
は
な
く
、
相
手
の
責
任
の
み
を

追
及
す
る
。
こ
れ
を
愚
か
者
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

現
代
で
は
、
幼
少
よ
り
自
分
の
味
方
を
す
る
よ
う
に
育
て
ら
れ
た
過
保
護

の
者
に
、
こ
の
よ
う
な
愚
か
者
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
い
う
愚
か
者
は
、

次
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
。 

唯
一
切
に
付
て
我
を
立
て
て
、
人
に
勝
ん
事
を
本
意
と
す

 (11)
。 

し
た
が
っ
て
、
戦
う
心
が
強
く
休
む
時
が
な
い
。
た
え
ず
た
か
ぶ
る
心
が
強
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い
た
め
に
自
分
は
他
よ
り
優
れ
て
い
る
と
錯
覚
し
、
人
を
見
下
し
、
怒
り
を

含
み
、
胸
中
に
猛
火
を
燃
や
し
、
自
分
で
自
分
の
心
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な

る
。 

   
  

四四  

迷迷
いい
とと
悟悟
りり  

 

仏
教
で
は
、
人
間
は
迷
い
の
世
界
と
し
て
の
三
毒
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の

三
毒
は
、
修
行
に
よ
り
必
ず
取
り
除
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
迷
界
と
悟
界
と

を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
の
が
、
人
間
な
の
で
あ
る
。 

沢
庵
は
『
玲
瓏
集
』
に
お
い
て
、
十
界
と
十
如
是
に
つ
い
て
述
べ
る
。
十

界
と
は
中
国
の
天
台
教
学
で
説
く
教
え
で
あ
る
。
十
界
と
は
、
迷
界
と
し
て

の
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
間
、
天
上
の
六
趣
と
悟
界
と
し
て
の
声

聞
・
縁
覚
、
菩
薩
、
仏
の
四
聖
を
指
し
て
い
る
。
十
如
是
と
は
す
べ
て
の
も

の
が
十
の
あ
る
が
ま
ま
（
如
是
）
の
姿
で
生
起
し
、
存
在
す
る
と
い
う
見
方

を
い
う
。
こ
の
天
台
教
学
の
教
え
を
取
り
入
れ
て
、
人
間
の
迷
界
と
悟
界
の

真
相
を
説
い
た
の
が
沢
庵
で
あ
る
。 

一 

十
如
是
弁
。
如
是
相
、
如
是
性
、
如
是
体
、
如
是
力
、
如
是
作
、

如
是
因
、
如
是
縁
、
如
是
果
、
如
是
報
、
如
是
本
末
究
竟
等
の
こ
と
で

あ
る
。
十
界
。
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
界
、
天
界
、
声
聞
、

縁
覚
、
菩
薩
、
仏
界
、
十
如
是
は
、
か
く
の
如
く
と
云
ふ
也

 (12)
。 

こ
の
十
界
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
十
如
是
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
説
く
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
界
、
天
界
と
い
う
六

つ
の
迷
い
の
世
界
と
、
声
聞
、
縁
覚
、
菩
薩
、
仏
の
四
つ
の
悟
り
の
世
界
と

合
わ
せ
て
十
界
と
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
十
如
是
を
具
え
て
い
る
の
で

あ
る
。 

沢
庵
は
続
い
て
、
十
如
是
の
一
つ
一
つ
に
丁
寧
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。 

第
一
は
如
是
相
で
あ
る
。
お
よ
そ
生
物
が
生
ま
れ
て
来
る
に
は
、
相
、
す

な
わ
ち
姿
、
形
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
如
是
相
と
い
う
。
そ
の
相

状
は
千
差
万
別
だ
が
、
相
で
あ
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
相
が
変
わ
れ
ば
、

そ
の
鳴
く
声
も
違
っ
て
、
時
鳥
は
時
鳥
の
鳴
き
声
、
鶯
は
鶯
の
鳴
き
声
を
す

る
。 第

二
は
如
是
性
で
あ
る
。
相
す
な
わ
ち
か
た
ち
あ
る
物
は
、
す
べ
て
内
に

本
性
を
含
ん
で
い
る
。
仏
性
は
平
等
で
あ
る
が
、
姿
、
形
は
そ
れ
ぞ
れ
受
け

る
物
に
よ
っ
て
違
う
の
で
あ
る
。
す
べ
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
こ
と

ご
と
く
仏
性
を
具
え
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
に
生

ま
れ
て
も
、
変
わ
り
が
な
い
仏
性
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
と
い

う
。 第

三
は
如
是
体
に
つ
い
て
で
あ
る
。
体
と
は
法
体
、
物
そ
の
も
の
、
万
有

の
本
体
で
あ
る
。
何
事
に
も
体
と
用
、
本
質
と
作
用
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

雪
や
氷
は
用
、
水
は
体
だ
と
い
え
よ
う
。
水
が
凍
っ
て
氷
と
な
り
、
ま
た
と

け
て
水
に
戻
る
。
水
は
本
体
、
氷
は
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
体
か
ら
様
々

な
相
を
現
わ
す
が
、
相
が
な
く
な
る
と
本
体
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
、
た
と
え

た
の
で
あ
る
。 

私
た
ち
は
、
外
に
現
わ
れ
た
相
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
体
を
見
る
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こ
と
は
で
き
な
い
。
沢
庵
は
こ
の
こ
と
を
、
古
人
の
歌
を
引
用
し
て
説
明
し

て
い
る
。 

峯
の
雪
、
深
山
の
氷
う
ち
と
け
て
、
ふ
も
と
に
さ
は
く
春
の
水
を

 (13) 

こ
の
歌
の
意
味
は
「
峰
の
雪
や
深
山
の
氷
が
と
け
て
、
麓
に
音
を
立
て
て

春
の
水
が
流
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
水
が
体
、
氷
が
用
で
あ
る

こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

次
に
、
第
四
は
如
是
力
に
つ
い
て
で
あ
る
。
相
と
性
と
体
を
具
え
て
い
て

も
、
力
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
力
と
い
う
の
は
、
能
き
を
す

る
力
と
い
う
こ
と
、
す
べ
て
の
物
事
を
す
る
能
力
を
い
う
。 

夏
山
に
木
々
の
葉
が
青
々
と
茂
る
中
で
、
年
中
変
わ
ら
ぬ
松
の
緑
の
と
り

わ
け
目
立
つ
の
を
歌
に
す
る
の
は
、
松
の
緑
が
時
雨
に
も
霜
に
も
色
を
変
え

ぬ
こ
と
、
冬
の
寒
さ
に
め
げ
ぬ
操
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を
如
是
力
と

見
な
し
て
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。 

次
に
、
第
五
は
如
是
作
に
つ
い
て
で
あ
る
。
作
と
は
力
に
よ
っ
て
、
各
々

働
く
こ
と
を
い
う
。
今
日
一
字
を
学
び
、
明
日
一
字
を
ま
な
ぶ
と
い
う
よ
う

に
、
た
ゆ
む
こ
と
な
く
学
べ
ば
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
も
成
し
遂
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。「
千
里
の
道
も
一
歩
か
ら
始
ま
る
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
と

詠
ん
で
、
作
の
心
を
表
し
た
の
で
あ
る
。 

「
千
里
の
道
も
一
歩
か
ら
」
と
い
う
の
は
、『
老
子
』「
六
十
四
章
」
に
由

来
す
る
言
葉
で
あ
る
。
沢
庵
と
同
時
代
の
剣
聖
・
宮
本
武
蔵
（
一
五
八
四
～

一
六
四
五
）
の
『
五
輪
書
』
の
「
水
之
巻
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ

る
。 

千
里
の
道
も
ひ
と
足
宛
は
こ
ぶ
な
り
。（
中
略
）
千
日
の
稽
古
を
鍛
と

し
、
万
日
の
稽
古
を
錬
と
す

 (14)
。 

鍛
錬
と
い
う
言
葉
の
、
鍛
と
は
千
日
の
稽
古
で
あ
り
、
錬
と
は
万
日
の
稽

古
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
武
蔵
は
「
朝
鍛
夕
錬
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て

い
る
。
朝
、
夕
の
不
断
の
鍛
錬
に
よ
っ
て
死
を
厭
わ
ぬ
境
地
が
つ
く
ら
れ
て

い
く
。
沢
庵
も
ま
た
、
こ
の
宮
本
武
蔵
と
同
じ
よ
う
な
境
地
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。 

次
に
、
第
六
は
如
是
因
に
つ
い
て
で
あ
る
。
因
と
は
、
以
上
説
い
て
き
た

相
・
性
・
体
・
力
・
作
の
す
べ
て
を
具
え
て
い
れ
ば
、
何
事
を
す
る
の
も
自

由
で
あ
る
、
そ
れ
が
因
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
な
い
の
は
、
自
分
の
欠
点
で
あ

る
。
だ
か
ら
因
縁
が
な
く
て
は
、
仏
果
す
な
わ
ち
悟
り
に
至
る
道
も
な
い
。 

因
と
は
、
因
る
と
い
う
字
で
あ
る
。
そ
の
事
に
因
っ
て
、
こ
れ
こ
れ
の
事

を
得
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

第
七
は
、
如
是
縁
に
つ
い
て
で
あ
る
。
春
、
種
子
を
土
に
蒔
く
こ
と
を
因

と
い
う
。
植
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
雨
露
の
助
け
が
な
け
れ
ば
、
芽
生
え
、

成
長
す
る
こ
と
が
な
い
。
雨
露
の
助
け
を
縁
と
い
う
。
雨
露
の
助
け
に
よ
っ

て
成
長
し
て
、
秋
に
実
る
こ
と
を
果
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仏

に
な
ろ
う
と
す
る
に
は
、
ま
ず
因
を
行
わ
な
く
て
は
、
仏
果
に
は
到
達
で
き

な
い
。
修
行
と
い
う
因
を
積
ん
で
、
後
に
果
と
し
て
の
覚
を
得
る
の
で
あ
る
。 

第
八
は
、
如
是
果
に
つ
い
て
で
あ
る
。
果
に
は
菓
、
す
な
わ
ち
木
の
実
と

い
う
意
味
が
あ
る
。
春
に
植
え
る
と
い
う
因
に
よ
っ
て
、
秋
の
実
り
を
得
る
。

こ
れ
を
仏
果
、
仏
の
覚
に
た
と
え
る
の
で
あ
る
。
沢
庵
は
次
の
よ
う
な
歌
を
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引
用
す
る
。 

出
船
は
、
わ
た
の
み
さ
き
を
過
な
ま
し
、
追
手
に
成
ぬ
武
庫
の
山
風

 (15)
。 

こ
の
歌
の
意
味
は
、「
港
を
出
た
船
は
、
も
う
和
田
の
岬
を
過
ぎ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
武
庫
の
山
風
が
、
追
風
と
な
っ
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

船
は
因
で
あ
り
、
風
は
緑
で
あ
る
。
向
こ
う
岸
に
着
く
の
は
果
で
あ
る
。

船
が
な
く
て
は
向
こ
う
岸
に
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
船
が
あ
っ
て
も
、
風

の
緑
が
な
け
れ
ば
、
や
は
り
向
こ
う
岸
に
は
着
け
な
い
。
着
く
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
れ
を
因
縁
和
合
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
武
庫
の
山
風
を
緑

と
み
な
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

仏
に
な
ろ
う
と
す
る
に
は
、
ま
ず
因
を
行
い
、
そ
し
て
縁
の
助
け
が
な
く

て
は
、
仏
果
に
は
到
達
で
き
な
い
。
修
行
と
い
う
因
を
積
ん
で
、
縁
の
助
け

を
得
て
、
後
に
果
と
し
て
の
覚
を
得
る
の
で
あ
る
。 

第
九
は
、
如
是
報
に
つ
い
て
で
あ
る
。
報
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
世
に

よ
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
来
世
に
よ
い
報
い
が
来
る
し
、
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
、

悪
い
報
い
が
来
る
。
善
因
に
よ
っ
て
善
果
を
得
、
悪
因
に
よ
っ
て
悪
果
を
得

る
こ
と
、
響
き
が
声
に
応
じ
、
影
が
形
に
よ
り
そ
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
生
の
う
ち
に
行
っ
た
因
が
、
そ
の
一
生
が
終
わ
っ
た
後
に
果
を
得
る
こ
と

は
当
然
で
あ
る
。 

現
在
の
因
が
現
在
の
果
と
な
り
、
過
去
の
因
が
現
在
の
果
と
な
り
、
さ
ら

に
は
現
在
の
因
が
未
来
の
果
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
前
世
、
後
世
に
わ
た

っ
て
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
巡
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
因
と
果
と
は
同

時
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
花
を
因
に
た
と
え
、
実
を
果
に
た
と
え
た
場
合
、
瓜

な
ど
は
花
が
咲
い
て
い
る
時
、
す
で
に
実
も
で
き
て
い
る
。
稲
な
ど
は
、
実

っ
た
穂
の
上
に
花
が
咲
く
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
因
と
果
が

同
時
だ
と
い
う
の
で
あ
る
、 

第
十
は
、
如
是
本
末
究
竟
等
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
末
究
竟
等
と
は
、
初

め
の
相
如
是
か
ら
、
終
わ
り
の
報
如
是
ま
で
の
本
末
が
、
前
後
の
序
列
を
た

が
え
ず
、
く
る
り
く
る
り
と
巡
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。 

究
竟
と
は
、
究
め
極
め
た
そ
の
究
極
の
所
を
い
う
。
十
界
の
こ
と
は
、
い

う
ま
で
も
な
い
。
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
虫
け
ら
に
い
た
る
ま

で
、
こ
の
十
如
是
を
具
え
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。
生
命
の
な
い
物
も
同
じ

で
あ
る
。 

沢
庵
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、 

 
 

一 

栗
柿
の
実
を
も
つ
て
た
と
へ
候

 (16)
。 

と
栗
や
柿
の
木
に
た
と
え
て
語
っ
て
い
る
。
栗
や
柿
に
は
痛
み
も
悲
し
み
も

な
い
と
い
う
の
は
、
人
間
が
外
か
ら
見
た
考
え
で
あ
る
。
栗
や
柿
の
身
の
上

に
は
、
痛
み
も
悲
し
み
も
、
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

草
木
が
痛
ん
で
い
る
風
情
は
、
人
間
が
痛
み
憂
え
て
い
る
さ
ま
と
変
わ
る

こ
と
が
な
い
。
水
を
注
い
で
や
っ
た
り
し
て
、
生
き
生
き
と
す
る
と
き
、
う

れ
し
そ
う
な
風
情
が
あ
る
。
切
れ
ば
、
倒
れ
こ
ろ
ん
で
、
葉
が
し
お
れ
て
し

ま
う
さ
ま
は
、
人
が
病
で
死
ん
で
ゆ
く
の
と
変
わ
り
は
な
い
。 

し
か
し
、
草
や
木
は
人
間
に
対
し
て
人
が
草
木
に
対
す
る
と
同
じ
よ
う
に
、

痛
み
も
悲
し
み
も
な
い
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
草
木
の
こ
と

を
知
ら
ず
、
草
木
も
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
沢
庵
の
草
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木
に
対
す
る
深
い
愛
情
が
こ
の
言
葉
に
現
わ
れ
て
い
る
。 

植
物
が
生
え
て
い
る
北
側
に
壁
や
垣
根
な
ど
が
あ
る
と
、
植
物
は
そ
の
枝

を
南
に
片
寄
ら
せ
て
伸
び
た
り
茂
っ
た
り
す
る
の
を
見
れ
ば
、
植
物
に
目
は

な
い
が
、
障
害
物
を
よ
け
る
性
能
が
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
の
で
あ

る
。
以
上
の
よ
う
に
、
沢
庵
は
人
間
の
善
悪
の
因
果
や
、
迷
い
と
悟
り
の
世

界
に
つ
い
て
説
い
て
き
た
が
、
人
間
の
死
や
死
後
の
世
界
を
如
何
に
考
え
て

い
た
で
あ
ろ
う
か
。 

   
  

五五  

死死
生生
観観  ――

  

おお
わわ
りり
にに
かか
ええ
てて  ――

  

 

最
後
に
、
沢
庵
の
死
生
観
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。『
玲
瓏
集
』
に
お

い
て
、 中

有
と
申
す
は
、
今
此
現
有
に
物
お
も
ふ
こ
と
く
に
、
少
も
か
は
る
事

候
は
す
。
か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
今
此
現
有
を
も
有
と
申
候
。
現
在
の
有
、

は
て
候
へ
は
、
中
有
と
申
候
。
ま
た
中
有
て
ん
じ
て
身
を
う
け
て
出
候

へ
は
、
後
有
と
申
候
へ
は
、
い
づ
れ
も
今
の
此
身
あ
る
時
の
心
に
、
少

も
か
は
る
事
な
く
候

 (17)
。 

と
い
っ
て
い
る
。 

人
が
死
ん
で
、
次
の
生
を
受
け
る
ま
で
の
暫
定
的
な
期
間
を
「
中
有
」
と

い
う
。
こ
れ
は
、
死
の
瞬
間
の
「
死
有
」
と
次
の
生
の
「
生
有
」
ま
で
の
中

間
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
沢
庵
は
、
中
有
と
い
う
の
は
、
こ
の
現
世
に

生
き
て
物
思
う
の
と
少
し
も
違
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
現
在
の
生
が
尽
き

果
て
る
と
、
中
有
と
い
う
が
、
中
有
が
転
じ
て
新
し
い
身
体
を
う
け
て
生
ま

れ
る
と
、
こ
れ
を
後
有
（
死
後
の
生
存
）
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら

も
今
世
の
こ
の
身
が
あ
る
時
の
心
に
、
少
し
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。 

さ
ら
に
沢
庵
は
、
中
有
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
中
有

に
も
身
体
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
か
す
か
な
た
め
に
、
人
の
目
に
は
見
え
な

い
。
執
着
の
強
い
人
の
中
有
は
、
人
に
見
え
る
こ
と
が
世
に
は
ま
ま
あ
る
が
、

世
の
常
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
人
々
は
こ
れ
を
疑
い
、
あ
る
人
は
狐
か
狸

が
化
け
た
の
だ
と
も
い
い
、
ま
た
あ
る
人
は
、
幻
覚
で
死
者
の
姿
を
見
た
の

だ
ろ
う
、
な
ど
と
い
う
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
二
つ
の
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
す
べ
て
が
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
幻
覚
で
な
い
不
思
議
な
こ
と
も
、
世
の
中
に
は
あ
る
も
の
で

あ
る
。
人
々
が
た
だ
語
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
正
し
い
智
慧
の
人
が
書
き

残
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。 

沢
庵
は
、
中
有
の
状
況
を
知
る
た
め
に
は
、
夢
の
例
を
考
え
れ
ば
よ
い
と

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。 

夢
の
中
で
物
を
見
る
と
き
、
こ
の
肉
眼
で
見
え
、
こ
の
耳
で
聞
こ
え
る
わ

け
で
は
な
い
の
に
、
あ
り
あ
り
と
人
に
も
会
い
、
そ
の
人
た
ち
に
物
を
言
い
、

物
の
色
も
見
、
さ
ら
に
は
男
女
の
交
わ
り
な
ど
、
日
ご
ろ
強
く
望
ん
で
い
る

も
の
を
相
手
に
、
今
に
も
思
い
を
遂
げ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
、
目
が
覚
め
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。 

覚
め
て
は
じ
め
て
、
夢
で
あ
っ
た
か
と
気
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
夢
を
見
て

い
る
う
ち
に
、
こ
れ
は
夢
だ
、
事
実
で
は
な
い
、
な
ど
と
は
少
し
も
思
わ
な
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い
の
で
あ
る
。
夢
と
い
う
の
は
、
ま
だ
こ
の
身
が
生
き
て
い
て
、
こ
の
身
が

縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
行
き
た
い
所
へ
も
行
く
こ
と
が
で
き
ぬ
、

そ
こ
で
念
力
で
も
っ
て
、
そ
の
場
所
を
こ
ち
ら
に
引
き
寄
せ
て
見
る
の
で
あ

る
。
本
当
に
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
自
分
の
身
を
離
れ
て
い
る
の
で
、
行
き
た

い
所
へ
行
く
の
は
、
自
由
で
あ
り
、
思
い
は
夢
の
中
の
思
い
と
同
じ
く
、
好

き
な
と
こ
ろ
へ
自
由
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

中
有
に
生
き
る
霊
体
は
、
深
い
闇
の
中
で
も
、
と
障
子
を
閉
め
た
中
へ
も
、

自
由
に
入
っ
て
い
く
。
形
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
形
は
あ
る
に
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
肉
体
で
は
な
い
の
で
、
水
に
映
る
影
、
灯
や
月
な
ど
の
影
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
ら
、
物
に
阻
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
。 

生
き
て
い
る
う
ち
は
、
肉
体
が
関
所
と
な
っ
て
奥
深
い
と
こ
ろ
に
入
る
こ

と
が
で
き
な
い
が
、
中
の
者
と
心
が
通
じ
る
よ
う
に
、
鉄
壁
で
さ
え
通
る
の

は
念
力
な
の
で
あ
る
。 

釈
尊
や
祖
師
方
は
、
こ
の
こ
と
を
悟
ら
れ
た
が
、
世
間
一
般
の
人
は
こ
れ

が
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら
な
い
か
ら
疑
う
わ
け
で
、
愚
か
な
上
に
も
愚
か
な

こ
と
で
あ
る
。 

自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
に
、
自
分

の
知
ら
な
い
こ
と
は
、
全
て
存
在
し
な
い
こ
と
だ
と
自
分
本
位
の
考
え
に
立

つ
な
ら
ば
、
例
え
ば
百
の
こ
と
の
う
ち
六
つ
か
七
つ
し
か
知
ら
な
い
者
が
、

そ
れ
以
外
の
こ
と
を
い
わ
れ
て
、
そ
れ
は
す
べ
て
な
い
の
だ
と
い
う
な
ら
ば
、

残
り
の
九
十
は
皆
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

沢
庵
は
さ
ら
に
中
有
に
つ
い
て
、 

中
有
五
根
な
し
と
承
候

 (18)
。 

と
い
う
。
中
有
は
現
世
に
生
き
て
い
る
五
根
を
、
第
六
識
に
移
し
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。
五
根
の
形
の
な
い
と
こ
ろ
に
も
、
五
根
の
性
能
は
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
第
六
識
は
意
識
だ
か
ら
、
意
識
に
形
は
な
い
が
、
見
た
り
聞
い
た
り
す

る
性
能
は
あ
る
の
で
、
夢
の
中
で
肉
眼
や
内
耳
の
助
け
を
借
り
な
く
て
も
、

他
の
形
を
、
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
中
有
で
は
五
根
が
な
く
て
も
、
五
事
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
こ
の
現
在
生
き
て
い
る
の
と
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
外
か
ら
見
え

な
い
だ
け
で
あ
る
。
本
人
か
ら
見
れ
ば
、
現
世
と
同
じ
で
あ
る
。
あ
ま
り
微

か
に
な
る
の
で
、
見
え
な
い
だ
け
で
あ
る
。
薄
く
て
は
っ
き
り
見
え
な
い
形

だ
か
ら
、
中
有
を
人
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
中
有
は
い
つ
も

生
き
て
い
た
時
に
よ
う
に
、
生
き
て
い
る
人
を
見
る
の
だ
が
、
生
き
て
い
る

人
は
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

罪
障
、
す
な
わ
ち
悟
り
を
妨
げ
る
罪
の
行
為
の
深
い
中
有
は
、
形
が
現
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
こ
れ
を
見
て
、
幽
霊
な
ど
と
い
う
。
執
着
心
が
深

い
と
、
形
も
は
っ
き
り
現
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
中
有
で
も
、
執
着
心

が
深
け
れ
ば
、
形
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
薄
い
も
の
は
、
空
気
と
同
じ
だ

か
ら
、
人
に
は
見
え
な
い
。
人
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
霊
体
は
こ
ち
ら

を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。 

現
世
に
あ
る
も
の
は
形
が
あ
る
の
で
見
る
こ
と
が
で
き
、
中
有
は
形
が
微

か
な
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
は
見
え
な
い
。
宋
の
法
運
が
著
し
た
『
翻
訳
名
義

集
』
に
、
こ
れ
を
麦
粒
に
喩
え
て
、 
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麦
一
つ
に
は
、
は
へ
出
で
、
本
の
麦
粒
と
成
る
可
き
徳
用
は
そ
な
へ
た

れ
ど
も
。
水
土
と
和
合
せ
ざ
れ
ば
、
麦
と
は
な
ら
ぬ
な
り

 (19)
。 

と
い
っ
て
い
る
。
麦
一
つ
に
は
、
芽
を
生
や
し
、
生
長
し
て
、
元
の
麦
粒
と

な
る
性
能
が
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
水
や
土
と
和
合
し
な
け
れ
ば
、
決
し

て
麦
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
れ
を
人
間
に
つ
い
て
い
え
ば
、
人
間
の
識
と
、
そ
れ
に
応
ず
る
境
す
な

わ
ち
対
象
と
が
和
合
し
て
、
様
々
の
念
を
生
じ
、
念
か
ら
次
々
に
念
を
生
ず

る
の
で
あ
り
、
こ
の
念
に
ひ
か
れ
て
、
こ
の
形
あ
る
身
を
う
け
て
生
ま
れ
た

の
で
あ
る
。 

始
ま
り
の
な
い
一
念
に
始
ま
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
千
差
万
別
の
現
象
が
現

わ
れ
て
く
る
。
そ
の
根
源
を
ど
こ
ま
で
も
訪
ね
て
行
け
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の

は
無
始
の
一
念
で
あ
っ
て
、
何
の
根
源
も
な
い
。
根
源
は
な
い
が
、
そ
こ
か

ら
千
差
万
別
の
現
象
が
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

人
の
死
に
つ
い
て
深
く
考
え
た
沢
庵
は
、『
東
海
夜
話 
上
之
巻
』
に
お

い
て
、 天

命
は
一
盞
の
灯
油
の
如
し
。
誰
も
見
て
誰
も
こ
れ
を
知
ら
ず
。
人
の

身
は
器
な
り
。
油
を
受
け
る
盞
の
如
し
。
油
尽
れ
は
火
滅
す
。
油
は
天

命
の
こ
と
し
。
天
命
尽
く
る
と
き
は
人
死
す

 (20)
。 

と
い
う
。
す
な
わ
ち
人
の
身
は
器
、
油
を
入
れ
る
盃
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

油
が
な
く
な
れ
ば
火
が
消
え
る
と
い
う
。
油
は
天
命
な
の
で
あ
る
。
天
命
が

尽
き
れ
ば
死
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

こ
の
天
命
は
、
誰
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
は
、
自
ら
の
死
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
の
死
を
無
常
と
い
う

だ
け
で
は
、
割
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
ま
た
人
間
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。 

 

註註  (1) 

沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
一
二
頁
。
沢
庵
和
尚
全
集
刊
行
会
編
『
沢
庵
和
尚
全
集
』

巻
五
所
収
、
昭
和
四
年
。 

(2) 

沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
五―

六
頁
。 

(3) 

沢
庵
『
東
海
夜
話 

上
之
巻
』、
一
頁
。
沢
庵
和
尚
全
集
刊
行
会
編
『
沢
庵

和
尚
全
集
』
巻
五
。 

(4) 

沢
庵
『
東
海
夜
話 

上
之
巻
』、
二
頁
。 

(5) 

鈴
木
正
三
『
反
故
集
』、
三
〇
一―

三
〇
二
頁
。『
日
本
古
典
文
学
大
系
83 

仮
名
法
語
集
』
所
収
、
昭
和
三
九
年
、
岩
波
書
店
。 

(6) 

沢
庵
『
東
海
夜
話 

上
之
巻
』、
二
頁
。 

(7) 

鈴
木
正
三
『
反
故
集
』、
三
〇
一
頁
。 

(8) 

同
前
。 

(9) 

沢
庵
『
東
海
夜
話 

上
之
巻
』、
二
頁
。 

(10) 

鈴
木
正
三
『
反
故
集
』、
三
〇
二
頁
。 

(11) 
鈴
木
正
三
『
反
故
集
』、
三
〇
三
頁
。 

(12) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
一
四―

一
五
頁
。 

(13) 

沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
一
六
頁
。 

(14) 

宮
本
武
蔵
『
五
輪
書
』、
三
七
五
頁
。『
日
本
思
想
大
系
61 

近
世
芸
道
論
』

55
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所
収
、
昭
和
四
七
年
、
岩
波
書
店
。 

(15) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
一
八
頁
。 

(16) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
一
九
頁
。 

(17) 

沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
二
二
頁
。 

(18) 

沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
二
四
頁
。 

(19) 

沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
二
六
頁
。 

(20) 

沢
庵
『
東
海
夜
話 

上
之
巻
』、
七
九
頁
。 

 

（
か
さ
い
・
あ
き
ら 

福
島
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授
） 
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