
浄
明
道
の
内
丹
思
想

l
l
「
正
心
修
身
之
学
」
を
中
心
に
!
!

は
じ
め
に

米
・
…
充
代
の
中
国
で
は
、
異
民
族
の
侵
攻
に
よ
る
社
会
不

安
を
背
景
に
、
道
教
の
信
奉
者
の
中
に
も
、
教
説
を
革
新
し
て
民
衆

の
苦
難
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
気
運
が
高
ま
り
、
新
道
教
教
団
が

次
々
に
誕
生
し
た
。
全
真
教
・
真
大
道
教
・
太
一
教
な
ど
が
そ
れ
で

あ
り
、
治
明
道
も
ま
た
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。

浄
明
道
の
来
館
は
、
智
代
の
仙
道
修
行
者
許
遜
が
、
死
後
に
許
真

君
と
呼
ば
れ
、
神
仙
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
始

ま
る
。
宋
代
に
主
り
、
閉
山
(
江
開
省
新
建
県
、
別
名
商
品
山
)
の

瀞
雑
観
(
後
の
一
点
隆
万
寿
宮
)
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
許
遜
仙
道

教
団
の
道
士
何
真
公
が
、
許
真
若
か
ら
「
霊
安
浄
明
秘
法
」
「
忠
孝

廉
慎
之
教
」
を
授
け
ら
れ
て
布
教
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
一
冗

代
に
五
経
万
寿
宮
の
道
士
劉
去
が
、
何
真
公
の
教
説
を
整
理
し
て
浄

明
忠
孝
道
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
。

石

τt 
JD、

手恵

田

新
道
教
の
教
説
の
特
徴
と
し
て
、
一
般
に
三
教
一
致
的
傾
向
の
強

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
浄
明
道
は
、
他
の
新
道
教
教

団
に
比
べ
て
、
忠
孝
と
い
う
儒
教
的
日
用
倫
理
を
重
視
す
る
と
こ
ろ

に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
治
明
道
の
内
丹
に
お
い
て

忠
孝
の
語
、
が
用
い
ら
れ
る
際
に
も
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

内
丹
と
は
、
実
際
に
鉛
や
水
銀
を
用
い
て
丹
薬
(
金
丹
)
を
製
造

す
る
外
丹
に
対
し
、
体
内
の
精
気
を
循
環
さ
せ
、
交
合
す
る
こ
と
で

体
内
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
丹
薬
を
作
り
出
す
、
道
教
の
摂
想
法
の

一
種
で
あ
る
。
南
北
朝
時
代
に
す
で
に
外
丹
・
内
丹
と
い
う
用
語
が

み
え
る
が
、
外
丹
が
コ
ス
ト
や
薬
害
の
問
題
を
抱
え
て
衰
退
す
る
一

方
、
内
丹
は
道
教
各
派
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

し
て
北
宋
期
に
成
立
し
た
沼
山
真
篇
』
や
吋
鍾
呂
伝
道
集
」
に
は
、

あ
る
程
度
整
備
さ
れ
た
内
丹
理
論
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る。
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浄
明
道
の
内
丹
は
、
こ
れ
ら
従
来
の
内
丹
思
想
を
取
り
入
れ
つ
つ



も
、
そ
れ
を
儒
教
的
倫
理
と
絡
め
て
説
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
既

存
の
内
丹
思
想
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
み
ら
れ
る
と
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宋
代
以
降
の
内
丹
思
想
史
の
新
模
開
を
備
撤

す
る
場
合
、
こ
の
浄
明
道
の
特
異
な
内
丹
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
、
と
く
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
静

明
道
が
、
そ
の
内
丹
思
想
に
お
い
て
従
来
の
内
丹
か
ら
一
歩
進
ん
だ

「
正
心
修
身
之
学
」
と
し
て
の
内
丹
理
論
の
構
築
を
目
指
し
て
い
た

こ
と
を
論
証
し
、
そ
の
内
丹
思
想
の
歴
史
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
①
。

一、

定
序
明
黄
葉
欝
い
の
内
丹
思
想

滞
明
道
経
典
の
一
つ
で
あ
る
コ
尚
上
月
宮
太
陰
一
見
君
孝
道
仙
五
議

浄
明
黄
索
書
い

(
S
N
五
五
五
②
。
以
下
辺
げ
明
黄
葉
脅
い
と
略
す
)

は
、
何
瓦
〈
公
③
の
持
代
以
降
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、
内

丹
の
技
法
を
主
な
内
容
と
す
る
書
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ

の
辺
げ
明
黄
索
勢
い
に
よ
っ
て
冷
明
道
の
内
丹
理
論
を
概
観
す
る
。

ぺ
浄
明
黄
禁
治
一
ど
お
よ
び
そ
の
注
解
で
あ
る

Z
m宝
浄
明
黄
索
書
釈

設
秘
訣
い

(
S
N
五
五
六
)
に
は
、
性
命
双
修
③
が
説
か
れ
、
そ
の

内
丹
時
論
は
概
ね
お
則
自
伝
道
集
い

(
S
N
ニ
六
三
)
⑤
に
類
似
す

る
と
こ
ろ
が
多
い
⑥
。
例
え
ば
、
辺
町
明
質
素
寄
い
序
例
の

に
は
、
内
丹
を
修
得
す
る
過
程
が
暇
序
立
て

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
順
序
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
五
行
を
知
る
。
次
に
五
行
の
う
ち
で
も
と
く
に
水
火
の
は
た

ら
き
を
知
る
。
水
火
が
龍
虎
の
交
わ
り
を
す
る
。
こ
の
龍
虎
の
交
合

が
丹
薬
を
得
る
方
法
で
あ
り
、
し
か
も
外
丹
よ
り
内
丹
を
重
視
す
る

こ
と
を
知
る
。
次
に
薬
剤
と
し
て
の
鉛
と
京
に
つ
い
て
知
る
。
そ
し

て
、
鉛
と
京
を
体
内
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
炉
の
中
で
錬
っ
て
金
丹
を

作
る
と
き
、
機
会
を
逃
さ
ず
補
鶏
を
行
う
抽
添
の
法
を
知
る
。
最
後

に
、
以
上
の
一
連
の
作
業
を
循
環
運
動
と
と
ら
え
、
そ
れ
を
河
車
の

運
と
呼
ぶ
こ
と
を
知
る
。

こ
の
よ
う
な
「
浄
明
黄
素
卦
…
と
に
登
場
す
る
龍
虎
の
交
合
、
鉛

京
、
拍
添
、
何
事
と
い
っ
た
用
語
は
、
い
ず
れ
も
窓
際
呂
伝
道
集
」

に
み
え
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
両
者
ほ
ほ
合
致
し
て
い
る
。
ま

た
吋
浄
明
黄
紫
脅
い
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

心
腎
川
憎
い
配
し
て
夫
婦
成
る
。
其
の
常
有
る
を
以
て
な
り
。
津
液

相
い
交
わ
り
、
鉛
京
生
、
ず
口
窮
ま
り
光
き
を
以
て
な
り
。
(
巻
一

一a
閤
f
)

五
)

こ
の
、
王
臓
の
う
ち
で
も
と
く
に
心
と
腎
を
、
金
丹
の
素
材
と
な

る
鉛
宗
を
生
ず
る
器
官
と
し
て
重
視
す
る
点
は
、
内
鍾
呂
伝
道
集
い

の
次
の
よ
う
な
記
述
に
一
致
し
て
い
る
。

五
磁
を
以
一
一
悶
え
ば
、
構
血
、
形
象
を
為
し
て
先
に
生
ず
る

の
中
に
、
受
胎
の
初
、
父
母
の
真
気
を
伏
蔵

r、主

。

「
F
ノi
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す
。
真
気
は
人
の
内
腎
に
隠
る
。
一
前
調
鉛
と
は
此
な
り
の
腎
中
の

正
気
な
り
。
気
中
の
真
一
の
水
を
名
づ
け
て
真
虎
と
日
う
。
一
附
謂

鉛
中
の
銀
と
は
此
な
り
。
腎
気
は
肝
気
に
伝
わ
り
、
肝
気
は
心
気

に
伝
わ
る
。
心
気
は
太
極
に
し
て
液
を
生
ず
。
液
中
に
正
腸
の
気

有
り
。
所
抑
制
株
砂
と
は
、
心
液
な
り
。
所
請
求
と
は
、
心
液
の
中

の
正
践
の
気
、
患
な
り
。
(
十
二

a
ニ
i
八
)

心
と
腎
か
ら
鉛
一
京
が
一
得
ら
れ
た
な
ら
ば
、
次
に
は
鉛
と
京
を
交
合

さ

せ

て

、

金

丹

を

作

り

出

す

こ

と

に

な

る

。

に

い

〉つ。
丹
中
に
丹
有
り
、
鉛
中
に
鉛
有
る
は
、
心
腎
の
液
な
り
。
一
を
以

て
腎
を
取
る
。
二
を
以
て
心
を
取
る
。
心
腎
は
奇
棋
に
し
て
相
い

交
合
す
る
な
り
。
:
:
:
水
を
以
て
火
に
合
し
、
水
中
に
丹
有
る
な

り
。
水
中
に
丹
有
れ
ば
別
ち
鼻
息
に
出
納
す
る
の
訴
は
鼻
金
な

り
。
肺
は
金
に
属
す
る
が
故
に
鼻
の
出
納
は
此
を
以
て
金
丹
と
名

付
く
る
な
り
。
(
巻
五
一
一
一
b
一
i
六
)

こ
の
、
鉛
(
水
)
と
衣
(
火
)
を
交
合
し
て
金
丹
を
作
る
と
い
う

方
法
も
ま
た
、
吋
鍾
口
口
伝
道
集
い
の
次
の
記
述
一
に
合
致
し
て
い
る
。

呂
日
く
、
腎
は
水
な
り

G

水
中
に
気
を
生
ず
。
名
づ
け
て
真
火
と

日
う
。
火
中
の
何
者
か
、
物
と
為
る
。
心
は
火
な
り
。
火
中
に
液

を
生
、
ず
。
名
づ
け
て
真
水
と
臼
う
。
水
中
の
何
者
か
、
精
と
為

る
。
:
:
:
鍾
日
く
、
前
吉
の
上
軍
は
、
道
成
り
て
離
れ
や
す
。
此
に

於
い
て
こ
物
交
燐
し
、
黄
芽
⑦
に
変
ず
。
(
四

a
七
i
b
ニ)

以
上
の
こ
と
か
ら
、
京
げ
明
黄
素
惜
一
芝
の
内
丹
理
論
は
、
概
ね
北

宋
の
吋
鍾
品
伝
道
集
い
の
理
論
を
継
承
し
た
、
そ
れ
と
同
様
の
も
の

で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
具
体
的
に
は
心
臓
か
ら
抽
出
し
た
真
水
と
腎

臓
か
ら
抽
出
し
た
真
火
と
を
か
〈
合
さ
せ
て
金
丹
を
作
る
③
も
の
で
あ

っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
⑨
。

一一、

内
丹
の
前
提
i

浄
明
道
に
お
け
る
「
忠
孝
」

し

か

し

、

の

内

丹

は

、

実

は

そ

う

し

た

心

腎

水

火
の
交
合
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
口
と
い
う
の
は
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

凡
そ
黄
素
需
を
学
ぶ
者
、
要
は
忠
孝
に
在
り
。
忠
孝
の
人
は
、
持

心
直
諒
、
乗
燕
温
恭
、
是
非
揺
る
が
す
こ
と
能
わ
ず
、
一
世
邪
入
る

べ
か
ら
ず
。
十
善
兵
備
し
、
五
逆
成
く
消
え
、
一
心
の
中
に
外
物

泊
ま
ず
。
自
然
に
成
就
し
、
皐
寛
成
有
り
。
則
ち
黄
索
の
士
は
忠

孝
を
以
て
本
と
為
す
な
り
。
況
や
忠
孝
の
人
は
、
内
は
之
れ
親
に

事
え
、
外
は
之
れ
君
に
事
う
。
(
序
例
五

a
七
i
b
こ

す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
浄
明
道
の
教
説
の
重
要
な
基
本
は
忠
孝
に
あ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
忠
孝
は
す
で
に
宋
宋
の
許
遜
信
仰
に
お
い

て
「
忠
孝
廉
慎
之
教
」
が
採
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
の
段
階
か

ら
重
要
な
概
念
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
例
制
玉
以
蜂
の
浄
明
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道
の
段
階
に
な
る
と
、
そ
れ
に
は
さ
ら
に
独
自
の
意
味
が
付
与
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
観
主
の
死
後
、
劉
去
の
弟
子
黄
元
吉
に
よ
っ
て

編
ま
れ
た
元
代
の
冷
明
道
経
典
で
あ
る
辺
伸
明
忠
孝
全
冊
一
一
闘
い

(
S
N

…
…
一

O
)
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

浄
明
の
道
は
必
ず
忠
孝
に
本
づ
く
。
忠
に
鹿
ざ
れ
ば
君
無
く
、
孝

に
探
ざ
れ
ば
親
無
し
。
八
百
の
仙
、
是
の
道
に
率
う
。
勝
山
、
非
忠

非
孝
は
人
す
ら
且
つ
為
す
べ
か
ら
ず
。
況
ん
や
仙
に
於
い
て
を

や
。
孝
を
維
ぎ
忠
を
維
ぐ
は
、
仙
も
獄
お
以
て
為
す
ベ
し
。
況
ん

や
人
に
於
い
て
を
や
。
(
序
…

a
………{}六)

そ
も
そ
も
忠
孝
と
は
、
儒
教
倫
理
に
端
を
発
す
る
道
舘
項
思
で
あ

る
。
儒
教
に
お
け
る
辺

-r
は
、
初
期
の
段
階
で
は
「
寄
れ
日
に
一
一
一

た
び
警
が
身
を
省
み
る
の
人
の
為
め
に
謀
り
て
忠
な
ら
ざ
る
か
、
朋

友
と
交
わ
り
て
信
な
ら
ざ
る
か
、
習
わ
ざ
る
を
伝
う
る
か
」
(
…
諭

紛
い
学
部
)
と
あ
る
よ
う
に
、
地
人
に
対
す
る
ま
ご
こ
ろ
を
指
し
て

い
た
。
そ
の
後
、
「
忠
は
社
稜
の
閉
め
な
り
」
(
川
春
秋
在
伝
い
成
公
ニ

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
君
臨
の
上
下
関
係
の
中
で
の
、
君
主
に

r
の
忠
誠
心
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま

は

、

る

を

始

と

し

、

君

に

一

事

う

る

対
す

た、を
中
と
し
、

つ

る

を

終

と

す

」

と

い

a

孝
」
は
、
対
象
を
絞
っ
て
い
え
ば
殺
に
対
し

っ

て

尽

く

す

こ

と

を

い

う

る

を

中

と

う
も
の
で
あ
っ
た
。

す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
忠
」
と
も
密
接
な
関
係

を
持
っ
て
い
た
⑬
。
す
な
わ
ち
儒
教
に
お
け
る
忠
孝
は
、
人
間
の
内

面
の
ま
ご
こ
ろ
を
家
族
へ
、
他
人
へ
と
向
け
て
い
き
、
最
終
的
に
は

君
霞
関
係
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
あ
る
留
家
秩
序
の
強
屈
な
躍
立
へ
と

結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

浄
明
道
に
お
け
る
忠
孝
は
、
そ
れ
が
思
家
的
庇
護
を
受
け
て
い
た

⑪
以
上
、
も
ち
ろ
ん
館
教
の
説
く
君
臣
関
係
的
あ
る
い
は
政
治
的
な

意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
と

し
て
の
浄
明
道
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
倫
理
的
・
社
会
的

な
忠
孝
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
吋
太

上
霊
宝
海
明
潤
神
上
品
経
い

(
S
N
一一

O
一
一
一
)
に
「
錬
形
の
方
、

修
真
の
術
、
救
人
の
薬
、
教
人
の
福
は
孝
弟
に
本
づ
く
」
(
巻
上

十一一一

a
五

1
ム
ハ
)
と
あ
る
よ
う
に
、
静
明
道
は
忠
孝
を
、
様
々
な
錬

形
・
修
真
の
修
養
法
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
た
の
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
儒
教
の
忠
孝
が
自
己
の
内
面
か
ら
外
部
の
社
会
へ

と
向
か
っ
て
い
く
の
に
対
し
、
こ
の
忠
孝
は
、
む
し
ろ
「
持
心
直

諒
、
索
活
混
恭
、
是
非
揺
る
が
す
こ
と
能
わ
ず
、
淫
邪
入
る
べ
か
ら

ず
の
十
善
呉
備
し
、
五
逆
威
く
消
え
、
一
心
の
中
に
外
物
泊
ま
ず
」

と
い
う
よ
う
に
、
自
己
の
内
韻
に
お
け
る
安
定
し
た
境
地
を
志
向
す

る
。
ま
た
、
忠
孝
を
尽
く
す
対
象
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
て
み
る
な

の
内
聞
か
ら
父
母
へ
の

。〉
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と
、
そ
し
て
君
へ
の
忠
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
踏
に
お
い
て
対
象
を

定
め
つ
つ
外
側
に
向
け
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
浄
明
道
の
忠
孝
は
、
む
し
ろ
自
己
の
内
部
に
向
か
お
う
と
す
る

方
向
性
を
も
っ
て
い
そ
し
て
そ
れ
が
向
か
う
対
象
に
つ
い
て

は

、

に

、

次

の

よ

う

に

具

体

的

に

れ
て
い
る
。

人
の
初
め
て
生
ま
る
る
や
、
父
母
の
遺
体
な
り
。
其
の
，
養
う
所
を

知
り
、
社
ハ
の
索
ぶ
所
を
知
り
、
其
の
事
う
る
所
を
知
る
口
父
母
の

身
は
天
尊
の
身
な
り
。
能
く
父
母
に
事
う
れ
ば
…
大
尊
降
霊
す
。

(
巻
十
一
二
b
ムハ

1
八
)

す
な
わ
ち
こ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
「
人
の
初
め
て
生
ま
る
る
や
、

父
母
の
遺
体
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
分
自
身
の
身
体
は
父
母

か
ら
迭
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

感
覚
、
父
母
の
身
体
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
自
己
自

身
の
身
体
は
父
母
の
身
体
に
等
し
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に

「
父
母
の
身
は
天
尊
の
身
な
り
」
と
い
う
一
節
か
ら
、
父
母
の
身
体

は
天
尊
の

J

身
体
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
父
母

の
身
体
と
等
し
い
自
己
自
身
の
身
体
も
ま
た
天
尊
の
身
体
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
忠
孝
を
も
っ
て
仕
え
る
対
象
と
は
、

ま
ず
は
天
尊
で
あ
る
と
指
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
自
分
自

身
の
身
体
、
あ
る
い
は
自
己
自
身
の
中
に
あ
る
天
尊
と
い
う
こ
と
に

な

る

。

そ

こ

で

に

は

次

の

よ

う

に

あ

る

。

又
日
く
、
忠
と
は
君
に
忠
た
る
な
り
。
心
君
は
万
神
の
、
主
宰
た

り
。
一
念
も
心
を
欺
付
ば
即
ち
不
忠
な
り
。
(
巻
一
一
一
玉
真
先
生
語

録
内
集
一

b
一
1
二
)

こ
こ
で
は
完
全
に
忠
の
対
象
が
自
己
の
内
面
の
心
君
子
主
で
あ

る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
浄
明
道
に
お
い
て
は
、
自
己
の
内
面

の
心
君
(
心
)
に
忠
孝
を
尽
く
す
こ
と
、
そ
れ
が
修
養
法
の
柱
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

静
明
の
大
教
は
、
大
中
主
正
の
学
な
り
口
以
て
天
下
後
世
一
に
通
行

し
、
弊
緊
無
か
る
べ
し
。
要
処
は
其
の
心
を
欺
昧
せ
ず
、
其
の
生

を
断
喪
せ
ざ
る
に
在
り
。
之
を
真
忠
至
孝
と
謂
う
。
(
巻
三
玉

真
先
生
語
録
内
集
四
b
ニ
't四
)

つ
ま
り
心
君
へ
の
忠
孝
と
は
、
み
鳴
す
か
ら
の
心
を
な
い
が
し
ろ
に

せ
ず
、
み
ず
か
ら
の
生
を
猿
摂
し
な
い
修
養
の
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
い
う
。

道
理
を
顧
み
ず
し
て
事
を
行
う
者
は
皆
、
之
を
心
天
を
昧
く
せ
り

と
謂
う
。
心
天
、
縫
か
に
妹
き
こ
と
、
恰
も
一
面
の
明
鏡
、
端
無

き
も
、
却
っ
て
許
多
の
挨
車
部
一
を
把
り
て
其
の
上
を
塗
一
汚
す
る
が
如

し
。
凡
そ
此
等
、
累
積
す
れ
ば
、
一
生
冥
冥
と
し
て
覚
る
こ
と
開

き
が
如
し
。
自
己
の
本
命
の
元
神
は
、
蒙
わ
れ
て
黒
暗
の
郷
に
在

り

。

玉

真

先

生

語

録

内

集

ニ

b
九
(
〉
一
一
一
三
ニ
)
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「
心
夫
を
昧
く
す
」
の
「
心
天
」
は
心
君
と
同
義
で
あ
る
。
ま
た
、

悶
己
の
本
命
の
元
神
は
、
家
わ
れ
て
盟
問
暗
の
郷
に
在
り
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
「
自
己
の
本
命
の
一
見
神
」
も
ま
た
心
君
と
同
義
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
み
て
、
心
君
(
心
天
・
元
神
)
と
は
、

人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る
生
命
の
お
お
も
と
を
指
す
も
の
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
文
に
よ
る
と
、
そ
の
本
性
た
る
も
の
は
一
般

に
幾
ら
さ
れ
、
閣
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
。
そ
の
た
め
人

は
生
を
全
う
で
き
な
い
。
そ
こ
で
要
請
さ
れ
る
も
の
が
忠
孝
で
あ

り
、
心
君
に
忠
を
尽
く
す
(
本
性
を
守
る
)
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
の

生
を
取
り
演
す
こ
と
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
口
す
な
わ
ち
、
浄
明

道
の
内
丹
技
法
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
内
面

(
心
・
心
者
・
心
夫
・
元
神
)
に
向
か
い
、
み
ず
か
ら
の
生
を
毅
傷
し

な
い
と
い
う
、
修
護
法
と
し
て
の
忠
孝
の
思
想
が
存
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

一、

従
来
の
内
丹
に
対
す
る
浄
明
道
の
問
題
意
識

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
河
真
公
の
時
代
(
南
宋
〉
に
成
立
し
た

と
思
わ
れ
る
辺
げ
明
演
紫
識
と
に
お
い
て
は
、
心
君
に
対
す
る
忠
孝

が
、
北
宋
期
の
吋
鍾
呂
伝
道
集
い
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
心
腎
陰
陽
の

気
を
交
合
さ
せ
る
内
丹
理
論
と
と
も
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
据
え
ら

れ
て
い
た
。
そ
し
て
充
代
に
成
立
し
た

と
、
の
内
面
へ
と
向
か
う
忠
孝
が
強
調
さ
れ
は
じ
め
る
の
で
あ

る
口
さ
ら
に
、
立
げ
明
忠
孝
全
霊
園
」
で
は
、
心
腎
陰
陽
の
気
の
交
合

と
い
う
よ
う
な
従
来
の
内
丹
理
論
そ
れ
自
体
に
批
判
が
向
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
「
諦
明
忠
孝
全
霊
間
同
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

或
る
ひ
と
問
う
、
古
よ
り
道
を
学
び
仙
を
求
む
る
も
の
は
、
皆
修

錬
の
二
字
を
一
一
一
一
口
う
。
今
、
浄
明
教
中
、
此
に
於
い
て
独
り
略
す
る

は
何
ぞ
や
、
と
。
先
生
日
わ
く
、
吾
、
但
だ
都
仙
真
君
の
一
五
う
こ

と
有
る
を
開
く
。
浄
明
の
大
教
は
是
れ
正
心
修
身
の
学
な
り
。
区

区
た
る
世
俗
の
一
助
謂
修
錬
精
気
の
学
に
非
ざ
る
な
り
。
正
心
修
身

は
是
れ
世
人
に
性
天
心
地
を
献
血
理
す
る
工
夫
を
教
う
る
な
り
。
上

古
の
世
民
の
若
く
生
太
朴
に
し
て
未
だ
数
ぜ
ざ
れ
ば
、
何
ぞ
整
理

を
用
い
ん
、
何
ぞ
修
錬
を
用
い
ん
。
語
一
一
一
口
動
作
、
道
に
合
せ
ざ
る

は
無
し
。
只
だ
、
後
段
に
縁
り
て
、
衆
生
、
多
く
是
れ
詐
詐
姦
姦

と
し
て
、
愈
よ
趨
り
愈
よ
下
る
。
一
動
一
一
作
、
使
ち
其
の
心
を
味

く
し
、
冥
冥
と
し
て
覚
る
こ
と
筒
し
。
間
々
、
至
ら
ざ
る
所
無

く
、
道
を
慕
う
こ
と
有
る
者
も
、
本
元
心
地
の
上
に
就
き
て
克
己

の
工
夫
を
用
い
ず
、
修
錬
精
気
を
妄
認
し
て
以
て
無
上
真
常
の
妙

と
為
す
。
(
巻
三
五
真
先
生
語
録
内
集
七

a
十
i
b
九
)

苦
か
ら
修
練
と
い
う
こ
と
が
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
浄
明
道
の
教
説

に
お
い
て
は
修
練
を
い
わ
な
い
の
は
、
滞
明
道
の
大
い
な
る
教
え
は

「
正
心
修
身
で
あ
っ
て
、
世
備
の
些
末
な
「
修
錬
精
気
の
学
」

る
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で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
上
古
の
民
は
太
朴
で
あ
っ
た
か
ら
修
錬
は

不
安
で
あ
っ
た
が
、
現
在
(
元
代
)
の
人
々
は
詐
姦
が
多
い
た
め
、

修
錬
精
気
を
行
わ
、
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
。
こ
の
記
述
か
ら
す
れ

ば
、
吋
浄
明
忠
孝
全
世
一
ど
は
必
ず
し
も
修
錬
精
気
を
否
定
し
な
い
。

し
か
し
、
人
々
が
そ
う
し
た
い
わ
ば
二
次
的
で
あ
る
修
錬
精
気
を
妄

認
し
て
、
無
上
真
常
の
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
問
題
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
辺
げ
明
忠
孝
全
撤
回
い
の
真
意
が
、
修

錬
精
気
を
最
上
の
方
法
と
誤
解
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
指
撫
す
る
こ

と
に
あ
る
の
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
辺
町
明
忠
孝
全
世
一
一
円
い
に

次
の
よ
う
に
い
う
。

只
だ
尋
常
の
修
錬
精
気
の
術
を
議
、
ず
る
は
、
是
れ
理
を
明
ら
か
に

せ
ず
し
て
道
を
学
ぶ
と
謂
う
。
却
行
し
て
前
を
求
む
れ
ば
、
縦
い

小
成
あ
る
も
、
亦
た
清
虚
の
壌
に
升
入
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
(
巻

…
一
一
玉
真
先
生
語
録
内
集
九
b
ムハ
tJ
八
)

陰
陽
の
気
の
交
合
で
あ
る
修
錬
精
気
の
舗
を
、
そ
の
根
本
的
な
理

を
明
ら
か
に
せ
ず
し
て
行
う
の
は
、
道
を
学
ぶ
方
途
と
し
て
は
不
十

分
で
あ
り
、
成
功
し
た
と
し
て
も
得
ら
れ
る
の
は
小
成
に
過
ぎ
ず
、

本
質
的
な
内
丹
の
完
成
に
は
至
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
簡
明
道
に
お
い
て
修
錬
精
気
の
前
提
と
し
て
明
断
に
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
「
理
」
と
は
、
ま
さ
に
「
心
君
」
の
こ
と
で

あ
り
⑫
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
そ
の
「
心
君
」
に
対
す
る
「
忠
孝
」

ゆ
え
に
、

は

の
こ
と
で
あ
っ

都
仙
真
君
は
必
ず
後
の
学
者
の
、
真
忠
一
金
孝
に
白
り
て
本
命
元
明

の
境
、
修
錬
の
妙
に
復
帰
す
る
を
欲
す
。
(
吋
静
明
忠
孝
全
書
』
巻

一
…
一
五
真
先
生
語
録
内
集
八

a
一
i
ニ)

と
い
う
よ
う
に
、
惨
錬
を
積
む
こ
と
は
寄
定
は
し
な
い
が
、
し
か
し

そ
れ
よ
り
も
忠
孝
を
完
成
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
優
先
的
で
あ
る
と
す

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
内
面
の
心
君
に
忠
孝
を
尽
く
す
こ

と
を
と
お
し
て
、
よ
り
高
次
元
の
修
錬
を
自
指
そ
う
と
す
る
の
で
あ

る。
で
は
、
と
の
忠
孝
の
対
象
と
な
る
、
自
己
の
内
面
に
存
在
す
る
心

君
は
ど
こ
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
。
『
治
明
忠
孝
全
輩
出
い
は
次
の

よ
〉
つ
に
い
〉
つ
。

中
天
九
宮
の
中
、
黄
中
太
一
の
景
、
名
づ
け
て
天
心
と
日
い
、

又
、
祖
土
と
称
す
。
乃
ち
世
間
生
化
の
由
る
所
、
万
理
の
都
と
す

る
所
な
り
。
其
の
実
は
只
だ
是
れ
、
混
沌
た
る
関
関
の
後
、
積
陽

の
気
、
上
浮
し
、
盤
一
回
一
た
る
こ
と
其
の
広
さ
八
十
一
万
患
な
り
。

是
れ
、
道
理
の
、
主
宰
な
り
。
世
人
の
身
心
の
功
過
は
此
の
光
明
の

洞
照
す
る
所
を
被
り
て
、
織
芥
圭
黍
も
逃
散
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る

所
な
り
。
人
身
の
中
に
在
り
で
は
之
を
丹
腐
と
謂
う
。
人
心
と
白

う
所
以
な
り
。
(
巻
三
玉
真
先
生
語
録
内
集
九

a
一
(
)
七
)

中
天
九
宮
⑬
の
中
に
、
万
物
の
生
成
の
根
源
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
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道
理
の
、
王
宰
で
あ
る
天
心
が
あ
る
。
人
間
は
こ
の
天
心
の
光
に
照
ら

さ
れ
る
こ
と
で
生
命
活
動
を
保
っ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
天

心
の
光
は
、
体
外
の
世
界
の
生
成
変
化
を
も
照
ら
し
、
あ
ら
ゆ
る
道

理
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
体
内
に
お
い
て
天
心

か
ら
放
た
れ
た
光
明
(
人
間
の
生
命
活
動
を
内
側
か
ら
保
証
す
る
も

の
)
が
照
ら
す
所
、
そ
れ
が
人
心
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
心
君

(
天
心
・
元
神
・
人
心
〉
は
、
光
明
に
よ
っ
て
人
体
と
外
界
と
を
通
じ

さ
せ
、
そ
れ

J

河
口
体
が
人
間
の
生
命
の
根
源
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の

で
あ
っ
た
。
自
己
の
内
部
の
心
君
を
守
る
と
い
う
修
養
法
は
、
「
守

ご
や
「
存
思
」
と
い
っ
た
修
護
法
に
似
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

か
ら
発
展
し
て
き
た
と
い
う
一
簡
は
否
定
で
き
な
い
⑬
。
し
か
し
、

そ
れ
が
「
守
一
」
や
「
存
思
」
と
異
な
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
点
で

あ
る
。
「
守
二
や
「
存
思
」
に
お
い
て
は
守
る
べ
き
対
象
が
主
に

定
め
ら
れ
た
名
称
お
よ
び
姿
形
を
も
っ
体
内
の
神
々
で
あ
る
の
に
対

し
、
治
明
道
が
守
る
べ
き
と
す
る
も
の
は
、
自
己
の
生
命
の
根
源
と

な
る
天
心
と
い
う
、
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
天
心
は
抽
象
的
な

コ
」
「
道
」
と
も
異
な
り
、
よ
り
具
体
的
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
も

こ
の
天
心
は
、
光
明
を
放
つ
こ
と
に
よ
り
人
体
と
字
詰
を
通
ぜ
し
め

る
も
の
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
内
面
の
本
性
の

活
動
を
妨
げ
ぬ
よ
う
守
る
と
い
う
点
で
は
な
…
リ
こ
「
存
思
」
に
似

て
い
た
神
明
道
の
内
丹
も
、
べ
き
本
性
と
は
向
か
と
い
う
点
に

お
い
て
は
、
「
守
一
」
「
存
思
」
と
は
異
な
り
、
自
己
の
生
命
の
根
源

で
あ
り
、
し
か
も
光
明
に
よ
っ
て
自
己
と
宇
宙
と
を
つ
な
ぐ
と
い
う

広
大
さ
を
そ
な
え
る
、
天
、
む
と
い
う
も
の
へ
と
展
開
し
て
い
た
の
で

あ
る

D
か
く
し
て
浄
明
道
の
内
丹
思
想
は
、
従
来
の
陰
陽
の
気
を
錬
る
と

い
う
手
法
を
全
面
的
に
否
定
は
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
を
生
命
の

本
質
か
ら
離
れ
た
些
宋
な
こ
と
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
陰
陽
の
気
を

超
え
る
、
よ
り
高
次
元
の
内
丹
を
目
指
す
と
こ
ろ
に
ま
で
展
開
し
て

い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
か
ら
読
み
と
れ
る
の

は
、
浄
明
道
に
お
い
て
は
、
陰
陽
の
精
気
を
錬
る
と
い
う
枠
組
み
に

と
ら
わ
れ
た
ま
ま
で
い
か
よ
う
に
丹
を
錬
ろ
う
と
も
、
自
指
す
べ
き

境
地
に
は
な
か
な
か
た
ど
り
つ
か
な
い
と
、
従
来
の
内
丹
に
眼
界
を

感
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
浄
明
道
に
お
い
て

模
索
さ
れ
た
、
修
錬
精
気
を
超
え
る
新
た
な
修
養
法
が
、
「
正
心
修

身
の
学
」
と
よ
ば
れ
る
、
陰
陽
に
拘
泥
せ
ず
に
人
間
の
生
命
の
根
源

そ
れ
自
体
に
誼
接
向
か
お
う
と
す
る
内
丹
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容

は
、
人
聞
は
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
本
来
的
な
心
君
〈
天

心
・
一
見
神
・
人
心
)
の
は
た
ら
き
が
曇
ち
さ
れ
て
い
る
が
、
心
君
に

対
す
る
忠
孝
に
よ
っ
て
そ
の
諮
り
を
取
り
除
き
、
心
君
の
本
来
の
は

た
ら
さ
を
・
取
り
戻
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
本
来
の
は

た
ら
さ
を
取
り
演
し
た
心
君
は
、
光
明
を
放
ち
、
そ
の
光
明
が
天
と
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人
間
を
つ
な
げ
る
。
神
明
道
の
内
丹
思
想
は
、
心
腎
か
ら
抽
出
さ
れ

る
水
火
桧
陽
の
気
を
超
え
る
新
た
な
概
念
と
し
て
、
心
者
と
い
う
存

在
を
提
示
し
、
心
君
そ
の
も
の
を
活
発
に
は
た
ら
か
せ
、
輝
か
せ
る

こ
と
で
、
天
と
通
じ
合
う
光
明
を
人
体
に
留
ま
ら
せ
、
そ
し
て
本
来

の
生
命
活
動
を
呼
び
覚
ま
そ
う
と
す
る
思
想
に
ま
で
展
開
し
た
の
で

ホ
…
す
心
。

結
語

浄
明
道
の
内
丹
思
想
は
、
陰
陽
の
気
の
交
合
と
い
う
従
来
の
内
丹

が
生
命
の
根
源
を
保
持
す
る
と
い
う
本
質
的
な
間
的
を
達
成
し
う
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
反
省
に
立
ち
、
昌
己
の
内
}
間
に
あ
る
生
命
の

根
源
を
忠
孝
を
尽
く
し
て
守
る
「
正
心
修
身
之
学
」
と
し
て
の
内
丹

へ
と
向
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
浄
明
道
の
内
丹
思
想
に
は
決
定
的
に

欠
け
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
技
法
か
ら
得
ら
れ

る
の
は
内
面
的
な
心
の
平
穏
と
い
う
こ
と
が
主
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か

ら
は
金
丹
が
生
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
丹
」
と
い
う
思
想
の
系
譜

の
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
は
い
ま
だ
不
十
分
な
も
の
で
あ

る
。
浄
明
道
の
内
丹
に
お
け
る
「
正
心
修
身
之
学
」
は
、
従
来
の
内

丹
思
想
へ
の
批
判
・
反
省
で
は
あ
っ
た
が
、
内
丹
思
想
の
新
し
い
展

開
と
呼
ぶ
に
は
い
さ
さ
か
擦
踏
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
諦
明
道
経
典
を

見
る
か
ぎ
り
、
金
丹
を
造
り
出
す
方
法
は
、
博
明
道
自
ら
が
此
一
末
で

あ
る
と
し
て
い
た
「
修
錬
精
気
之
学
」
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
従
来
の
内
丹
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
浄
明
道
は
そ
れ
に

か
わ
る
金
丹
の
素
材
と
生
成
法
を
つ
い
に
発
見
で
き
な
か
っ
た
と
い

〉
え
ト
で
つ
。

そ
う
は
い
う
も
の
の
、
浄
明
道
が
従
来
陰
陽
の
気
の
み
で
説
明
さ

れ
て
い
た
内
丹
に
呉
を
唱
え
た
こ
と
自
体
は
、
内
丹
思
想
の
新
た
な

展
開
に
向
け
て
の
重
要
な
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
わ

り
な
い
。
そ
の
後
、
陰
陽
の
気
を
越
え
る
内
丹
と
い
う
思
想
が
次
第

に
熟
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ほ
ぽ
同
時
期
に
登
場
し
た
全
真
教

も
、
浄
明
道
と
同
じ
よ
う
な
問
題
意
識
を
内
丹
に
関
し
て
抱
い
て
い

た
。
そ
し
て
全
真
教
に
お
い
て
は
禅
か
ら
取
り
入
れ
た
新
し
い
概
念

が
そ
の
壁
を
打
破
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
宋
元
代
に
浄
明
道
な
ど

の
新
道
教
が
提
出
し
た
問
題
意
識
は
、
や
が
て
明
清
期
の
内
丹
思
想

の
展
開
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

(101) 

、玉①
本
格
的
な
浄
明
道
研
究
は
秋
月
観
峡
氏
に
始
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
。

秋
月
刊
中
間
近
世
道
教
の
形
成
i
諦
明
道
の
基
礎
的
研
究
i
」
(
創
文

社
、
一
九
八
七
年
)
以
下
、
締
希
泰
「
関
子
治
明
道
形
成
問
題
担
議
」

(
門
道
教
文
化
新
探
」
白
川
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
て
了
培
仁
「
道



史
小
考
ご
期
!
旧
民
獄
・
許
遜
!
」
一
九
八
九
年
第
一
一
一

l
m期
)
、
鱈
石
山
間
む
間
宋
金
元
的
道
教
い
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八

九
年
〉
、
李
隣
「
唐
代
的
許
遜
崇
拝
与
宋
…
冗
浄
明
道
的
発
生
」
(
門
中
国
道

教
い
一
九
九

O
年
第
三
期
)
等
に
よ
り
、
沖
明
道
教
団
の
形
成
お
よ
び
展

開
に
つ
い
て
の
考
察
が
深
め
ら
れ
た
。

他
方
、
禅
問
引
退
の
教
理
に
関
し
て
、
そ
れ
が
宋
代
理
学
の
影
響
を
受

付
、
儒
教
的
倫
理
を
重
規
し
て
い
る
と
す
る
曽
召
南
「
浄
明
道
的
理
学
之

特
色
」
(
吋
宗
教
学
研
究
い
一
九
八
八
年
第
一
一

1
一
一
一
期
)
等
が
発
表
さ
れ

た
。
ま
た
秋
月
前
掲
蓄
や
卿
希
泰
「
浄
明
道
在
一
冗
代
的
伝
承
和
更
新
」

(
吋
世
界
宗
教
研
究
」
一
九
九
三
年
第
三
期
)
は
、
浄
明
道
が
儒
教
的
諮
留

を
修
め
る
こ
と
を
も
っ
て
符
篠
禁
呪
・
斎
醗
科
犠
・
内
丹
な
ど
旧
道
教
が

用
い
て
き
た
呪
術
的
教
法
に
優
先
す
る
も
の
と
と
ら
え
、
呪
前
的
教
法
を

簡
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

た
だ
し
、
浄
明
道
の
教
理
に
お
い
て
儒
教
的
倫
理
思
惣
と
現
術
的
教
法

と
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
米
だ
研
究
が
進

ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
畑
忍
氏
は
、
つ
児
代
沖
明

道
の
革
新
の
士
劉
玉
の
倫
理
思
想
i

辺
げ
明
忠
孝
全
書
い
を
中
心
に

i
」
(
吋
中
国
学
士
山
い
同
人
号
、
一
九
九
八
年
)
に
お
い
て
浄
明
道
の
特
異

な
「
忠
孝
」
の
構
造
に
つ
い
て
論
じ
、
さ
ら
に
斗
道
法
」
の
浄
明
道
的

展
開
i
一
冗
代
神
明
道
の
士
総
五
の
「
道
法
」
餓
!
」
(
町
東
方
宗
教
い
九

五
、
一
一

0
0
0年
五
月
)
に
お
い
て
、
浄
明
道
の
「
道
法
」
が
こ
の
忠
孝

を
核
と
す
る
「
正
心
の
学
」
に
裏
付
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
察

し
た
。
ま
た
、
浄
明
道
の
内
丹
思
想
に
つ
い
て
は
、

(
巴
燭
者
社
、
一
九
九
九
年
)

い
く
つ
か
の
特
徴
を

除
け
ば
吋
鍾
呂
伝
道
集
」
等
に
み
ら
れ
る
従
来
の
内
丹
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
「
正
心
の
学
」
等
を
根
底

に
据
え
た
も
の
と
し
て
の
浄
明
道
の
内
丹
思
想
を
正
面
か
ら
考
察
し
た
論

考
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。

②
苦
理
一
塁
一
所
収
の
道
教
経
典
に
つ
い
て
は
、
初
出
に
限
り
シ
ッ
ペ

i
ル・

ナ
ン
バ
ー

(
S
N
と
表
記
〉
を
用
い
て
吋
道
蔵
」
に
お
け
る
所
在
を
表
し

た
。
吋
道
蔵
凶
は
、
上
海
古
籍
出
版
社
刊
縮
印
本
吋
正
統
道
蔵
」
使
用
。

引
用
館
所
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
道
典
名
、
巻
数
、
篇
名
、
薬

数
、
表
裏
(
表
を

a
、
一
義
を
b
と
表
記
)
、
行
数
を
示
し
た
。
例
え
ば
、

「一

a
四
1
五
」
は
一
葉
表
聞
く
}
五
行
を
指
す
。

③
何
真
公
は
、
遺
遠
山
五
経
万
寿
宮
の
道
士
で
あ
っ
た
。
何
真
公
の
弟
子
で

あ
る
何
守
一
説
撰
遣
問
宝
静
明
新
修
九
老
神
印
伏
魔
秘
法
」

(
S
N
五
六
二
)

序
に
は
「
炎
宋
中
興
、
議
在
作
璽
、
ム
ハ
真
降
神
於
漁
水
、
出
示
霊
宝
諦
明

秘
法
、
化
民
以
忠
孝
簾
慎
之
教
に
(
一

b
四
i
六
)
と
あ
り
、
何
真
公

が
、
金
の
侵
攻
に
伴
う
社
会
不
安
に
苦
し
む
民
衆
を
救
済
し
よ
う
と
許
真

君
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
宋
建
炎
留
年
(
一
一
二
九
年
)
に
「
霊
宝
浄
明
秘

法
」
「
忠
孝
厳
慎
之
教
」
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
。

④
内
丹
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、
牲
は
紳
・
、
む
な
ど
精
神
的
な
は

た
ら
き
を
指
し
、
命
は
気
・
精
な
ど
身
体
的
要
素
を
揺
す
。
性
命
双
修
と

は
、
性
功
と
命
功
の
両
方
を
修
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
内
丹
思
想
で
あ

。
久
U

⑤
吋
鍾
品
伝
道
紫
同
(
叫
修
真
十
者
い
巻
十
四

1
十
六
)
は
北
宋
半
ば
、
十
一

世
紀
後
半
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
内
丹
の
審
で
あ
り
、
鍾
離

権
と
門
前
拘
賓
の
問
答
を
施
一
民
一
札
口
が
記
録
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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張
広
保
氏
は
、
単
な
る
身
体
技
法
で
あ
っ
た
内
丹
に
形
向
上
的
側
簡
を
付

与
し
た
こ
と
、
従
来
の
各
派
の
丹
道
を
統
合
し
た
こ
と
、
伝
統
的
な
各
種

の
内
修
法
と
内
丹
道
を
一
区
別
し
た
こ
と
が
お
糊
呂
缶
道
集
い
の
特
徴
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
張
広
保
百
四
宋
内
丹
道
教
い
(
上
海
文
化
出
版
社
、

ニ
O
O
一
年
)
一
六
二
真
。
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
坂
内
栄
夫
コ
錨
品

伝
道
集
」
と
内
丹
思
想
」
(
吋
中
割
思
想
史
相
究
」
七
、
一
九
八
五
年
〉
に

し
た
が
っ
た
。

⑥
畑
氏
も
問
機
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
則
氏
前
掲
論
文
(
…
九
九
八
年
)

七
三
一
員
投
八
参
照
。

⑦
黄
穿
と
は
、
鉛
と
京
を
交
合
し
て
金
丹
を
完
成
さ
せ
る
前
段
摘
に
お
い
て

生
じ
る
鉛
の
精
華
で
あ
る
。
内
問
川
易
参
関
契
い
巻
上
に
は
「
其
数
名
一
、

陰
陽
之
始
。
玄
含
黄
芽
、
五
金
之
、
王
。
」
と
あ
り
、
際
顕
微
吋
関
川
易
参
照

契
解
い

(
S
N
一
O
O七
)
は
そ
れ
を
解
し
て
「
故
鉛
外
黒
、
内
合
金
輩
、

両
有
玄
。
合
演
芽
之
妙
用
駕
。
」
(
巻
上
、
…
九
b
六
f

〉
七
)
と
い
う
。

③
通
常
、
五
行
思
想
に
お
い
て
は
心
は
火
、
腎
は
水
に
配
当
さ
れ
る
が
、

吋
鑓
仰
向
伝
道
集
い
は
逆
説
的
に
、
心
か
ら
真
水
、
腎
か
ら
真
火
が
抽
出
さ

れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
真
水
中
の
揚
龍
と
真
火
中
の
桧
虎
を
心
臓
に
お

い
て
交
合
さ
せ
る
と
ニ
者
が
裁
芽
に
変
じ
内
丹
と
な
る
と
い
う
。
坂
内
前

掲
論
文
参
照
。

⑨
但
し
、
吋
崎
明
黄
葉
書
い
に
お
い
て
は
「
質
素
」
が
「
牌
腎
」
と
解
さ
れ
、

心
の
ほ
か
に
牌
も
重
視
さ
れ
る
。
こ
れ
は
鍾
呂
や
張
伯
端
の
内
丹
が
心
腎

を
用
い
る
の
に
比
べ
る
と
独
自
の
理
論
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

ー
黄
」
と
の
交
合
に
よ
り
真
丹
が
生
み
出
さ
れ
る
と
と
を
述
べ
て

い
7
G
。

⑬
草
子
…
経
」
の
こ
の
部
分
に
対
す
る
腐
京
宗
皇
帝
の
注
は
、
「
忠
孝
の
道
、

著
か
な
れ
ば
、
乃
ち
能
く
名
を
概
け
親
を
栄
え
し
む
。
故
に
身
を
立
つ
る

を
終
と
す
と
日
う
な
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
忠
と
孝
を
一
対
の
も
の
と
と

ら
え
て
い
る
。

。
認
日
明
忠
孝
全
書
い
巻
一
所
収
の
「
浄
明
道
師
旋
揚
許
真
君
伝
」
に
は
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
政
和
二
年
、
徽
宗
降
玉
冊
上
尊
号
。
白
神
功
妙
済

真
君
。
:
:
:
允
成
宗
皇
帝
加
封
号
。
日
歪
道
玄
応
神
功
妙
済
真
君
J

ま

た
、
吋
逝
遊
山
万
寿
宮
志
い
(
社
潔
祥
主
編
吋
道
教
文
献
」
丹
青
密
書
有
限

公
司
、
一
九
八
三
年
〉
巻
二
に
は
、
「
元
成
宗
元
貞
元
年
特
詔
加
封
:

一
主
道
玄
応
神
功
妙
済
真
君
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
許
真
君
に
対
し
一
一
一

二
年
に
「
神
功
妙
済
」
、
一
二
九
五
年
に
「
歪
道
玄
応
」
と
い
っ
た
尊
号

が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宋
朝
お
よ
び
元
朝
の
許
真
君
に
対
す
る

尊
崇
が
看
取
さ
れ
る
。

⑫
畑
氏
は
、
「
劉
玉
の
倫
理
思
怨
に
お
け
る
「
天
」
、
つ
ま
り
、
「
心
天
」
と

「
天
心
」
と
は
、
「
心
天
」
が
「
心
の
天
の
理
」
、
朱
子
学
で
一
一
一
一
回
う
「
性
」

に
類
す
る
概
念
で
あ
り
、
「
天
心
」
も
ま
た
「
天
の
心
の
理
」
、
つ
ま
り
、

「
天
理
」
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
と
わ
か
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
郎

氏
前
掲
論
文
(
一
九
九
八
年
)
六
七
一
員
。

⑬
「
中
天
九
宮
」
と
は
、
人
体
の
頭
部
に
あ
る
九
つ
の
宮
殿
を
指
す
。
頭
部

九
宮
説
は
東
晋
ご
ろ
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
上
清
一
派

の
経
典
吋
洞
真
太
上
素
霊
澗
元
大
有
妙
経
』

(
S
N
二
三
四
)
や
吋
登

真
隠
訣
い

(
S
N
四
一
一
ご
な
ど
に
そ
の
位
醤
関
係
や
存
思
法
が
詳
述
さ

れ
て
い
る
。
山
田
利
明
「
泥
丸
九
{
呂
の
思
想
」
(
苫
ハ
朝
道
教
儀
礼
の
研

究
」
東
方
審
皆
、
一
九
九
九
年
、
第
三
篇
第
二
芝
、
垣
内
智
之
「
頭
部
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九
宮
の
存
思
と
太

山
田
川

O

⑪
「
守
こ
と
は
、
に
み
え
る
「
こ
を
生
命
の
根
源
と
解
し
、

そ
れ
を
守
る
修
護
法
で
あ
る
が
、
東
腎
の
葛
洪
の
著
作
吋
抱
朴
子
」

ι至

る
と
、
「
こ
が
体
内
の
紳
々
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
こ
れ

ら
の
神
々
に
姓
名
や
服
装
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
神
々
が
丹
田
に
摺

る
光
景
を
具
体
的
に
脳
裏
に
映
像
化
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
体
内
神
の
「
存
思
」
に
近
い
。
「
存
思
」
と
は
、
体
内
ま

た
は
体
外
の
伸
、
あ
る
い
は
気
を
膜
怨
し
て
、
そ
れ
を
意
念
に
よ
っ
て
映

像
化
し
、
つ
い
に
は
意
志
の
如
く
作
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
技
法
で
あ
る
。

山
間
利
明
ヱ
ハ
朝
に
お
け
る
道
教
儀
礼
の
形
成
」
(
ヱ
ハ
朝
道
教
犠
礼
の
研

究
い
東
方
醤
脂
、
一
九
九
九
年
、
第
一
鰭
)
、
垣
内
智
之
「
存
思
の
技
法

!
体
内
神
の
思
想

i
」
(
一
一
一
油
関
雌
ほ
か
編
吋
“
講
座
道
教
第
三
巻
道
教

の
生
命
観
と
身
体
論
い
雄
山
関
出
版
、
二

0
0
0年
)
参
照
。

(
筑
波
大
学
大
学
院
)

」一

一
九
九
八
年
五
月
)
参
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