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書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
え
て

―
―
松
下
道
信
『
宋
金
元
道
教
内
丹
思
想
研
究
』
―
―

奥
野

新
太
郎

は
じ
め
に

宋
金
元
の
詩
文
を
研
究
す
る
評
者
に
と
っ
て
、
今
回
の
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
松
下
道
信
氏
の
『
宋
金
元
道
教
内
丹
思
想
研
究
』
は
率
直

に
言
っ
て
難
解
な
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
思
想
研

究
を
専
門
と
す
る
研
究
者
が
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
選
ば
れ
る
な
か
、
評
者
は
唯

一
の
門
外
漢
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
本
書

の
核
心
で
あ
る
内
丹
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
正
面
か
ら
切
り
込
む
よ
り
も
、
努
め

て
文
学
研
究
の
立
場
で
本
書
を
読
ん
だ
と
き
の
興
味
や
関
心
に
絞
っ
て
論
点
を

提
出
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
当
該
分
野
に
対
す
る
評
者
の
不
勉
強
が
主
た

る
要
因
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
書
を
読
み
進
め
る
な
か
で
、

評
者
が
ふ
だ
ん
文
学
を
通
し
て
見
て
い
る
宋
金
元
と
い
う
時
代
の
様
相
と
、
本

書
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
当
時
の
道
教
の
世
界
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
り
得
る
の

か
と
い
う
と
こ
ろ
に
評
者
の
関
心
が
集
中
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
内

丹
道
に
お
け
る
性
と
命
を
め
ぐ
る
議
論
も
も
ち
ろ
ん
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
を
「
同
じ
時
代
に
起
こ
っ
て
い
た
議
論
」
と
し
て
ど
の
よ
う
に
見
て
い

け
ば
よ
い
の
か
、
そ
こ
に
は
文
学
研
究
と
対
話
可
能
な
論
点
や
問
題
は
存
在
し

な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
、
評
者
の
関
心
は
終
始
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

書
評
と
し
て
は
あ
ま
り
に
偏
り
す
ぎ
た
関
心
の
持
ち
よ
う
で
は
あ
る
が
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
討
論
の
一
部
と
し
て
割
り
切
る
こ
と
と
し
た
。

当
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
事
前
に
数
回
の
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
、
そ
こ

で
各
評
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
発
言
稿
を
検
討
し
、
そ
れ
を
も
と
に
当
日
の
討
論

稿
（
当
日
資
料
と
し
て
配
付
）
を
作
成
し
た
。
本
稿
で
は
ま
ず
当
日
の
討
論
稿

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
、
時
間
や
論
点
調
整
の
都
合

上
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
付
記
す
る
。

一
、
白
玉
蟾
の
出
版
活
動
に
つ
い
て

本
書
の
第
Ⅰ
部
第
一
部
第
二
章
に
白
玉
蟾
の
出
版
活
動
に
関
す
る
論
考
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。
南
宋
と
い
う
出
版
文
化
の
隆
盛
し
た
時
代
に
お
い
て
、
朱
子

学
の
み
な
ら
ず
、
道
教
も
ま
た
出
版
を
積
極
的
に
利
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

さ
も
あ
り
な
ん
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
天
譴
」
と
い
う
道
教

な
ら
で
は
の
解
決
す
べ
き
問
題
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
点
は
興
味
深
い
も
の

書評シンポジウムを終えて（奧野）
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で
あ
っ
た
。

『
悟
真
篇
』
の
後
序
に
よ
れ
ば
、
張
伯
端
の
も
と
へ
教
え
を
請
い
に
集
ま
る

者
た
ち
に
『
悟
真
篇
』
を
解
釈
し
て
授
け
た
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
伝
授
に
値
し
な

い
者
た
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
張
は
災
い
に
あ
う
羽
目
に
陥
っ
た
。
そ
し
て
三
度

目
に
し
て
張
伯
端
は
そ
れ
を
「
天
譴
」
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
と
い
う
（
本

書
一
五
三
頁
。
以
下
松
下
著
か
ら
の
引
用
に
は
頁
数
の
み
を
付
す
）
。
こ
の
よ
う

な
考
え
方
は
、
『
悟
真
篇
』
の
注
釈
の
作
成
や
伝
授
の
ほ
か
、
「
ひ
い
て
は
書
物

の
流
通
や
出
版
に
影
響
し
て
い
た
」
と
さ
れ
、
後
に
「
天
譴
を
懼
れ
ず
書
物
を

出
版
す
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
議
論
」
の
出
現
へ
と
つ
な
が
る
（
一
六
二

頁
）
。

白
玉
蟾
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
「
師
伝
や
口
訣
を
出
版
す
る
こ
と
は
天
譴
で

は
な
く
天
授
だ
と
し
て
、
百
八
十
度
そ
の
方
向
を
変
え
た
」
（
一
六
四
頁
）
と
あ

り
、
「
天
賜
」
と
い
う
語
の
読
み
替
え
を
行
う
。
『
悟
真
篇
』
は
詩
詞
の
か
た
ち

で
書
か
れ
た
丹
訣
で
あ
り
、
口
訣
に
よ
る
解
釈
が
無
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
張
伯
端
は
「
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
丹
訣
を
見
て
自
分
で
理
解
す
る

分
に
は
構
わ
な
い
と
し
て
、
『
悟
真
篇
』
を
手
に
す
る
こ
と
を
「
天
賜
」
と
呼
ん

で
い
た
」
と
い
う
。
だ
が
白
玉
蟾
は
「
平
易
な
文
章
で
心
伝
・
口
授
を
刊
行
す

る
こ
と
」
を
「
天
賜
」
と
呼
び
、
そ
の
意
味
を
読
み
替
え
る
こ
と
で
、
出
版
行

為
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

こ
の
よ
う
に
本
書
で
は
白
玉
蟾
の
出
版
活
動
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
存
在
し
た

道
教
特
有
の
「
天
譴
」
と
い
う
思
想
的
な
問
題
と
、
白
玉
蟾
が
そ
れ
を
い
か
に

し
て
思
想
的
に
解
決
し
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
章
の
最
後

に
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

南
宋
の
、
出
版
と
い
う
知
の
伝
達
手
段
の
変
革
時
代
に
当
た
り
、
白
は

出
版
を
意
識
的
に
利
用
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
正
に
白
は
「
時
代
の

申
し
子
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
出
版
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
張

伯
端
以
来
の
「
三
伝
非
人
」
と
い
っ
た
師
授
意
識
を
克
服
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
（
一
七
〇
頁
）

本
章
は
ま
さ
に
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
師
授
意
識
の
克
服
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
評
者
に
は
む
し
ろ
前
者
の
視
点
の
方
が
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
。

周
知
の
如
く
、
書
物
を
出
版
す
る
際
に
、
序
跋
に
お
い
て
そ
の
書
の
出
版
経
緯

や
出
版
価
値
を
述
べ
る
こ
と
は
通
常
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
方

便
や
宣
伝
め
い
た
も
の
も
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
本
章
で
述
べ
ら
れ
る
「
天

譴
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
側
面
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
白
玉
蟾
が
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
行
為
だ
け
を
見
る
と
、
著
者
も

「
時
代
の
申
し
子
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
出
版
隆
盛
の
時
代
に
時
勢
に
乗
っ

て
出
版
活
動
を
行
う
と
い
う
、
当
時
の
文
学
な
ど
他
の
領
域
と
同
じ
こ
と
を
道

教
も
行
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
本
章
で
取
り
上
げ
る
議

論
は
、
当
時
の
外
的
要
因
に
多
く
刺
激
さ
れ
、
そ
れ
に
合
流
す
べ
く
生
じ
た
議

論
な
の
か
、
そ
れ
と
も
道
教
の
内
在
的
な
展
開
の
帰
結
と
し
て
生
じ
た
も
の
な

の
か
。
無
論
、
こ
れ
は
両
者
が
相
俟
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
截
然
と
切
り

分
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
外
的
要
因
に
起
因
し
た

も
の
と
し
て
見
た
白
玉
蟾
の
出
版
活
動
に
つ
い
て
も
、
著
者
の
考
え
を
伺
い
た

い
と
思
っ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
著
者
か
ら
は
、
外
的
要
因
に
起
因
す
る
も
の
と
し

て
の
側
面
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
と
の
回
答
を
頂
け
た
が
、
評
者
が
こ
の
こ
と
に
関

心
を
惹
か
れ
る
の
は
、
白
玉
蟾
の
出
版
活
動
を
道
教
内
部
の
出
来
事
と
し
て
で

は
な
く
、
こ
の
時
代
に
生
じ
た
、
他
の
様
々
な
事
象
と
有
機
的
に
関
連
す
る
一

つ
の
事
象
と
し
て
、
総
論
的
な
視
点
か
ら
捉
え
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
本
章
で
述
べ
ら
れ
る
問
題
は
、
評
者
の
専
門
と
す
る
文
学
領
域
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と
論
点
の
共
有
が
可
能
と
な
る
。
著
者
が
「
我
々
が
い
わ
ば
当
た
り
前
の
も
の

と
し
て
接
す
る
書
物
の
背
後
に
潜
む
、
当
時
の
規
則
や
禁
忌
と
い
っ
た
様
々
な

意
識
」
（
一
七
〇
頁
）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
じ
出
版
活
動
と
言
っ
て
も
、
そ

れ
が
行
わ
れ
た
環
境
や
集
団
に
よ
っ
て
様
々
な
事
情
が
存
在
す
る
。
一
方
、
そ

れ
は
言
い
換
え
る
と
、
出
版
と
い
う
共
通
の
技
術
に
よ
っ
て
、
当
時
の
様
々
な

分
野
や
領
域
に
お
い
て
一
定
の
変
化
が
生
じ
た
と
い
う
、
ゆ
る
や
か
に
繋
が
り

あ
っ
た
大
き
な
事
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
道
教
の
出
版
活
動
に
お

け
る
口
訣
や
天
譴
な
ど
の
問
題
は
、
他
の
領
域
に
お
い
て
出
版
と
い
う
も
の
を

考
え
る
上
で
も
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
。

二
、
言
葉
を
め
ぐ
る
問
題

道
教
の
出
版
活
動
に
お
い
て
「
口
訣
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
そ
れ
に
関
連
し
て
、
『
悟
真
篇
』
な
ど
の
文
献
が
詩
詞
の
か
た
ち
で
著
さ
れ

て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
詩
詞
な
ど
の
韻
文
は
散
文
に
比
べ
る
と
曖
昧
さ

を
避
け
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
教
説
の
伝
達
に
お
い
て
は
一
つ
の
問
題
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
本
書
は
し
ば
し
ば
言
及
す
る
。

『
悟
真
篇
』
の
前
半
は
、
…
…
お
よ
そ
論
理
的
な
説
明
と
本
質
的
に
相
い

れ
な
い
詩
詞
と
い
う
形
式
を
と
り
な
が
ら
も
、
内
丹
の
世
界
を
体
系
的
に

表
し
て
い
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
極
め
て
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
構
成
を

採
っ
て
い
る
。
（
五
六
頁
）

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
注
釈
が
数
多
く
著
さ
れ
た
原
因
の
一
つ
は
、
『
悟

真
篇
』
が
詩
詞
の
形
式
を
と
り
、
多
様
な
解
釈
の
余
地
を
残
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
（
六
六
頁
）

『
悟
真
篇
』
は
、
内
丹
に
つ
い
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
述
べ
て
い
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
象
徴
的
な
詩
詞
の
形
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
口
訣
を
知
ら
な

い
一
般
の
人
に
は
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
、
仙
骨
が
あ
る
人
な
ら
ば
お

の
ず
と
理
解
で
き
、
私
が
個
別
に
伝
授
す
る
必
要
は
な
い
。
張
伯
端
は
こ

う
述
べ
、
こ
れ
を
「
天
賜
」
と
呼
ん
で
い
る
。
（
一
五
五
頁
）

注
釈
を
付
け
る
こ
と
は
象
徴
的
な
詩
詞
を
平
易
な
言
葉
に
直
す
こ
と
で

あ
り
、
天
機
を
洩
ら
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
（
一
六
〇
頁
）

全
真
教
文
献
を
取
り
扱
う
に
は
一
つ
の
困
難
が
常
に
付
き
ま
と
う
。
王

重
陽
や
七
真
に
は
大
量
の
資
料
が
残
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
詩
詞
の
形
式

を
と
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
と
い
う
語
れ
な
い
も
の
を
語
ろ
う
と
い
う

彼
ら
の
言
語
的
な
戦
略
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
詩
詞
は
論
理
的
な
伝
達
手
段
で
な
い
こ
と
も
あ

っ
て
、
全
真
教
の
教
説
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
…
…
そ
の
膨
大
な
詩
文
集

に
つ
い
て
は
余
り
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
（
二
〇
四
～
二
〇
五

頁
）

詩
詞
と
い
う
形
式
は
読
み
手
に
「
多
様
な
解
釈
」
を
許
す
も
の
で
あ
り
、
一
義

的
な
解
釈
が
望
ま
れ
る
教
説
の
伝
達
に
お
い
て
は
「
困
難
」
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
こ
で
口
訣
に
よ
る
解
釈
が
必
須
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
に
教
説
が
詩
詞
の
形
式
で
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
詩
詞
の
解
釈

を
め
ぐ
る
文
学
解
釈
的
な
問
題
や
議
論
な
ど
も
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。一

般
に
宋
代
の
詩
は
唐
詩
と
比
較
し
て
理
に
勝
ち
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
唐
詩
が
主
情
の
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
、
宋
詩
は
主
理
の
傾
向

に
あ
る
。
そ
し
て
元
朝
に
な
る
と
、
元
人
は
自
分
た
ち
の
詩
を
「
唐
詩
の
主
情

へ
の
回
帰
」
と
し
て
位
置
付
け
る
。
こ
こ
に
は
論
理
と
抒
情
と
の
対
比
構
造
が

示
さ
れ
る
。

書評シンポジウムを終えて（奧野）
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ま
た
、
宋
代
に
な
る
と
注
釈
の
学
が
発
達
し
、
文
学
に
お
い
て
も
多
く
の
注

釈
が
作
ら
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
注
釈
に
よ
る
弊
害
な
ど
も
議
論
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
注
釈
は
あ
る
種
の
実
証
主
義
で
あ
り
、
注
釈
の
盛
行
は
、
作
品
の
解

釈
や
鑑
賞
に
実
証
主
義
と
い
う
方
法
論
が
強
く
作
用
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
過
ぎ
た
実
証
主
義
は
作
品
の
理
解
を
却
っ
て
損
ね
る
も
の
と
し
て
、

批
判
も
生
じ
る
。
そ
の
結
果
、
作
品
の
正
し
い
理
解
を
求
め
る
と
い
う
尚
意
の

読
み
に
対
し
、
正
し
い
解
釈
よ
り
も
そ
の
作
品
の
文
学
的
な
味
わ
い
を
重
視
す

る
尚
味
の
読
み
が
生
ず
る
な
ど
、
読
み
の
理
論
が
展
開
し
て
ゆ
く
。
言
葉
を
理

（

一

）

解
可
能
な
も
の
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
こ
に
限
界
を
認
め
、
言
い
尽
く
せ
な

い
も
の
を
味
わ
う
と
い
う
態
度
を
と
る
か
。
解
釈
学
的
な
論
点
が
多
様
に
展
開

す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
言
葉
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か

と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
存
在
す
る
。
『
易
』
の
「
言
は
意
を
尽
く
さ
ず
」
を
持

ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
言
葉
の
不
確
実
性
に
関
す
る
議
論
は
中
国
に
お
い
て
古

く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
文
学
作
品
と
は
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
言
葉
と
い
う
も
の
と
の
絶
え
ざ
る
葛
藤
が
あ
る
。

道
教
の
修
養
に
お
い
て
は
、
言
語
テ
ク
ス
ト
は
究
極
的
に
は
言
筌
に
過
ぎ
ず
、

テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
研
究
の
対
象
と
す
る
文
学
研
究
と
は
、
そ
の
位
置
付
け

は
異
な
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
詩
詞
と
い
う
読
み
手
に
よ
る
解
釈
に

多
く
依
存
す
る
形
式
で
書
か
れ
た
丹
訣
と
、
そ
れ
を
読
み
解
く
と
い
う
営
み
自

体
は
、
文
学
を
読
む
行
為
と
同
様
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
両
者
に
共

通
す
る
問
題
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
本
書
第
三
篇
第
二
章
で
は
、
儒
仏
道
に
お
け
る
「
立
談
」
と
「
心

授
」
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
。
言
葉
で
語
り
得
る
「
立
談
」
と
、

言
葉
で
語
り
得
な
い
「
心
授
」
と
い
う
対
比
に
も
、
た
と
え
ば
文
学
の
解
釈
に

お
け
る
尚
意
と
尚
味
の
よ
う
な
議
論
と
の
何
ら
か
の
類
似
性
が
見
出
せ
る
の
で

は
な
い
か
。
先
に
触
れ
た
出
版
活
動
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
も
、
文
字
テ
ク
ス

ト
で
あ
る
丹
訣
は
そ
れ
だ
け
で
は
理
解
で
き
ず
、
口
訣
に
よ
る
解
釈
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
も
（
文
字
テ
ク
ス
ト
で
）
語
り
得
る

も
の
と
語
り
得
な
い
も
の
と
い
う
、
言
葉
を
め
ぐ
る
問
題
が
潜
在
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
道
教
、
と
り
わ
け
内
丹
と
い
う
実
践
的
な
修
養
の
場
に
お
い

て
、
言
葉
と
い
う
も
の
を
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
ま
た
、

さ
ら
に
そ
こ
に
出
版
に
よ
る
文
字
テ
ク
ス
ト
の
複
製
と
伝
播
と
い
う
こ
の
時
代

特
有
の
要
素
を
絡
め
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
発
見
で
き
る
の
か
。
大
い

に
関
心
を
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
、
道
教
内
で
の
位
置
付
け
と
、

文
学
に
あ
ら
わ
れ
る
道
教
イ
メ
ー
ジ

本
書
で
は
内
丹
に
お
け
る
性
と
命
を
め
ぐ
る
精
緻
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

こ
の
分
野
に
不
案
内
な
評
者
に
と
っ
て
、
道
教
の
教
説
に
つ
い
て
繰
り
広
げ
ら

れ
る
本
書
の
様
々
な
議
論
は
大
い
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
勉
強
に
な
っ
た
。

だ
が
、
こ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
内
丹
の
根
幹
に
関
わ
る
議
論
と
、
評
者
が
ふ

だ
ん
詩
文
な
ど
を
通
じ
て
触
れ
て
い
る
、
或
い
は
垣
間
見
て
い
る
道
教
的
な
言

説
や
イ
メ
ー
ジ
と
の
間
が
ど
の
よ
う
に
接
続
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

見
出
せ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
蓋
し
、
本
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
議

論
が
道
教
、
内
丹
の
深
奥
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
詩
文
な
ど
に
描
か
れ
る
道
教
的

な
言
説
や
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
表
層
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考

え
た
と
き
、
本
書
で
論
じ
ら
れ
た
議
論
が
、
当
時
の
道
教
全
体
の
な
か
で
ど
の

よ
う
な
位
置
付
け
に
あ
り
、
ま
た
当
時
の
人
々
の
道
教
理
解
や
実
践
に
ど
の
程

度
ま
で
浸
透
し
、
或
い
は
影
響
を
与
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
著
者
の
考
え
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を
伺
い
た
い
と
思
っ
た
。
内
丹
の
議
論
と
は
か
な
り
ず
れ
た
質
問
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
当
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
著
者
か
ら
は
雑
劇
な
ど
に
登
場
す

る
道
士
の
描
か
れ
方
な
ど
に
着
目
す
る
と
よ
い
の
で
は
、
と
い
う
回
答
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
。

確
か
に
宋
代
以
降
は
戯
曲
や
小
説
な
ど
の
通
俗
文
学
が
隆
盛
し
、
そ
こ
に
は

様
々
な
性
質
の
人
間
た
ち
を
「
登
場
人
物
」
と
し
て
詳
細
に
観
察
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
も
そ
も
文
学
作
品
は
当
時
の
人
々
の
生
活
や
風
俗
な
ど
を
知
り
得

る
資
料
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
戯
曲
や
小
説
は
詩
文
よ
り
も
情
報
量

に
勝
る
た
め
、
重
宝
さ
れ
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
道
士
な
ど
の
道
教
に
連
な
る

登
場
人
物
の
造
型
や
言
動
を
、
本
書
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
当
時
の
道
教
内
に

お
け
る
議
論
や
展
開
な
ど
を
踏
ま
え
て
詳
細
に
観
察
す
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
文
学
研
究
に
お
け
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

だ
が
一
方
で
、
信
仰
や
養
生
の
実
践
な
ど
、
道
教
が
有
す
る
人
々
の
生
活
と

密
着
し
た
側
面
に
つ
い
て
も
や
は
り
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
文
学
作
品
に
表

れ
る
道
教
的
な
言
説
や
イ
メ
ー
ジ
と
、
当
時
の
道
教
の
根
幹
に
関
す
る
議
論
は
、

同
心
円
上
に
接
点
を
求
め
得
る
の
か
ど
う
か
、
今
後
こ
の
時
代
の
作
品
を
読
む

上
で
の
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
。

四
、
宋
金
元
と
い
う
時
代

こ
れ
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
討
論
稿
に
は
載
ら
な
か
っ
た
が
、
事
前
の
打

ち
合
わ
せ
に
て
評
者
が
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
第
Ⅰ
部
序
章
は
全
真
教

の
研
究
史
に
つ
い
て
総
括
し
、
全
真
教
を
「
新
道
教
」
と
し
て
位
置
付
け
る
と

い
う
道
教
研
究
に
お
け
る
支
配
的
な
見
方
が
、
近
代
的
な
言
説
の
中
で
築
か
れ

た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
に
対
す
る
脱
構
築
の
必
要
性
を
説
く
。
そ
こ

に
は
た
と
え
ば
初
期
の
研
究
に
お
い
て
全
真
教
の
祖
で
あ
る
王
重
陽
に
「
北
宋

遺
民
」
と
い
う
性
質
を
見
出
し
て
強
調
さ
れ
た
こ
と
や
、
日
中
戦
争
の
影
響
な

ど
、
こ
の
時
代
の
文
学
研
究
に
も
共
通
す
る
現
象
が
見
ら
れ
る
。
宋
金
元
時
代

の
研
究
に
お
い
て
、
「
遺
民
」
や
「
異
民
族
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
よ
く
用
い

ら
れ
る
。
だ
が
村
上
哲
見
「
弐
臣
と
遺
民
」
（
同
氏
『
中
国
文
人
論
』
所
収
、
汲

古
書
院
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
に
も
説
か
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
遺
民
」

と
い
う
か
た
ち
で
当
時
の
人
々
の
言
説
や
行
為
を
評
価
す
る
こ
と
に
は
危
険
が

伴
う
。
そ
こ
に
は
後
世
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
、
観
察
者
の
生
き
た
時
代
背
景
な

ど
が
反
映
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。
道
教
史
研
究
に
も
か
か
る
問

題
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
そ
れ
が
「
新
道
教
」
と
し
て
の
全
真
教
な
ど
当
時

の
道
教
の
評
価
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
う
点
は
、
文
学
研
究
と
も
共
通
す

る
問
題
意
識
と
し
て
興
味
深
く
読
ん
だ
。

金
と
南
宋
と
い
う
南
北
が
分
断
さ
れ
た
状
況
の
な
か
、
文
学
に
お
い
て
は
金

の
文
学
と
南
宋
の
文
学
と
そ
れ
ぞ
れ
別
領
域
で
研
究
が
進
め
ら
れ
る
一
方
で
、

使
者
の
往
還
や
書
物
の
伝
播
な
ど
、
南
北
の
交
流
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
注
意

さ
れ
て
い
る
。
蘇
軾
や
黄
庭
堅
な
ど
北
宋
文
学
の
受
容
や
、
江
西
詩
派
に
関
す

る
議
論
な
ど
、
金
と
南
宋
は
同
じ
祖
か
ら
分
岐
し
た
文
化
圏
と
し
て
、
そ
こ
に

は
共
通
す
る
論
点
や
問
題
も
少
な
く
な
い
。
翻
っ
て
、
本
書
で
は
全
真
教
と
内

丹
道
の
間
に
は
あ
ま
り
交
渉
が
無
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
道
教
全
体

を
見
た
と
き
、
金
朝
治
下
の
道
教
と
南
宋
の
道
教
は
、
や
は
り
基
本
的
に
没
交

渉
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
元
代
に
な
る
と
元
人
は
自
分
た
ち
の
王
朝
が
未
曾
有
の
版
図
を
実

現
し
た
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
天
下
混
一
」
「
南
北
混
一
」
に
盛
ん
に
言
及

す
る
。
統
一
を
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
希
求
す
る
向
き
は
当
時
の
人
々
に
ま
ま

見
ら
れ
る
。
北
の
全
真
教
と
南
の
内
丹
道
が
や
が
て
一
つ
の
全
真
教
と
し
て
融

書評シンポジウムを終えて（奧野）
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合
す
る
と
い
う
道
教
史
の
展
開
は
、
か
か
る
時
代
の
「
空
気
」
の
よ
う
な
も
の

に
呼
応
す
る
と
こ
ろ
も
い
く
ら
か
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
で
論
じ
ら
れ
た
内
丹
を
め
ぐ
る
詳
細
な
議
論
や
問
題
を
、
宋
金
元
時
代

史
と
い
う
大
局
的
な
観
点
か
ら
著
者
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。
評
者

に
と
っ
て
極
め
て
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

宋
金
元
と
い
う
同
じ
時
代
に
関
心
を
寄
せ
る
者
と
し
て
、
道
教
を
通
じ
て
見

え
て
く
る
宋
金
元
と
い
う
時
代
の
姿
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
し
て

そ
れ
は
、
歴
史
学
や
文
学
な
ど
を
通
し
て
見
え
て
い
る
そ
れ
と
あ
わ
せ
た
と
き

に
ど
の
よ
う
な
時
代
の
像
を
結
び
得
る
の
か
。
こ
れ
は
討
論
稿
の
末
尾
に
付
さ

れ
、
当
日
は
時
間
の
関
係
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
だ
が
、
つ
ま

る
と
こ
ろ
、
本
書
を
読
ん
で
得
た
評
者
の
関
心
の
す
べ
て
は
こ
こ
に
あ
る
と
言

っ
て
も
よ
い
。
北
宋
か
ら
金
と
南
宋
へ
と
分
断
さ
れ
、
ま
た
元
と
い
う
か
た
ち

で
混
一
を
果
た
す
。
か
か
る
環
境
の
な
か
、
文
学
に
お
い
て
は
北
宋
の
文
学
を

承
け
つ
つ
、
金
朝
と
南
宋
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
を
見
せ
、
そ
れ
が
元
朝
の
文

学
と
し
て
融
合
し
て
ゆ
く
。
北
宋
の
張
伯
端
か
ら
は
じ
ま
り
、
主
と
し
て
南
宋

で
展
開
し
た
内
丹
道
と
、
金
朝
治
下
に
発
展
し
た
全
真
教
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は

や
が
て
融
合
し
て
ゆ
く
。
分
断
と
統
一
と
い
う
特
有
の
外
的
要
因
の
中
で
行
わ

れ
た
様
々
な
営
み
が
重
な
り
あ
い
、
結
び
得
る
像
に
つ
い
て
、
今
後
も
追
求
し

て
い
き
た
い
。

《

注

》

（
一
）
尚
味
と
尚
意
に
つ
い
て
は
周
裕
鍇
「
「
尚
意
」
か
ら
「
尚
味
」
へ
―
宋
代
詩
歌
解

釈
学
の
重
心
の
変
遷
に
関
す
る
試
論
―
」
（
山
本
範
子
訳
、
『
中
国
学
志
』
隨
号
、

二
〇
〇
二
年
）
な
ど
も
参
照
。


