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形
神
・
体
用
・
輪
廻
・
機
根
・
感
応
か
ら
考
え
る
宋
金
元
道
教
内
丹
思
想

村
田

み
お

は
じ
め
に

松
下
道
信
『
宋
金
元
道
教
内
丹
思
想
研
究
』
は
宋
金
元
の
内
丹
思
想
を
性
功

・
命
功
と
い
う
性
命
説
を
中
心
に
考
察
し
て
い
る
。
本
書
を
一
読
し
て
、
評
者

に
と
っ
て
最
も
意
外
か
つ
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
扱
う
対
象
は
宋
金
元
道
教
で

あ
り
な
が
ら
、
六
朝
隋
唐
の
仏
教
思
想
及
び
芸
術
論
を
研
究
し
て
き
た
評
者
が

自
分
の
研
究
で
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
様
々
な
概
念
が
分
析
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
頻
出
し
、
共
通
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
形
―
神
」
「
体
―

用
」
「
感
―
応
」
と
い
う
儒
仏
道
三
教
に
共
通
の
対
概
念
で
あ
り
、
ま
た
仏
教

由
来
の
「
輪
廻
」
「
機
根
」
等
で
あ
る
。
宋
代
以
降
は
社
会
的
・
思
想
的
に
そ

れ
以
前
と
か
な
り
断
絶
し
て
お
り
、
捉
え
方
も
異
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
評

者
の
一
種
の
先
入
観
で
あ
っ
た
が
、
思
っ
た
以
上
に
基
礎
的
な
概
念
が
共
通
し

て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
概
念
に
は
共
通
性
と
と
も
に
差
異
も
存
在
す
る
は
ず

で
あ
り
、
同
じ
概
念
で
あ
っ
て
も
そ
の
用
い
方
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
意
味
内
容

の
中
核
は
同
じ
で
も
、
指
し
示
す
内
容
が
拡
張
や
ス
ラ
イ
ド
す
る
場
合
が
あ
る

だ
ろ
う
し
、
重
点
の
置
き
方
、
概
念
同
士
の
関
係
づ
け
と
い
っ
た
点
を
考
え
る

こ
と
で
、
思
想
的
特
徴
の
理
解
を
深
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

宋
金
元
内
丹
思
想
の
性
命
説
と
い
う
著
者
の
中
心
的
論
点
か
ら
は
外
れ
る

が
、
本
書
は
評
者
の
よ
う
な
読
み
方
を
も
受
け
止
め
る
許
容
量
が
あ
り
、
性
命

説
を
取
り
巻
く
周
辺
部
分
の
考
察
に
お
い
て
も
示
唆
に
富
む
。
そ
こ
で
以
下
で

は
、
形
神
（
命
と
性
に
相
当
）
、
体
用
、
輪
廻
、
機
根
、
感
応
と
い
う
評
者
の

興
味
を
中
心
に
、
本
書
か
ら
浮
か
ん
で
く
る
こ
れ
ら
の
概
念
の
特
徴
や
疑
問
点

を
述
べ
る
。

一

南
宗
に
お
け
る
形
神
の
循
環
、

体
用
の
逆
行

南
宗
五
祖
と
さ
れ
る
白
玉
蟾
は
「
玄
関
顕
秘
論
」
で
「
凝
神
則
気
聚
、
気

聚
則
丹
成
、
丹
成
則
形
固
、
形
固
則
神
全
」
（
第
一
篇
第
一
章
、
八
八
～
八
九

頁
）
と
述
べ
る
。
神
を
凝
ら
す
→
形
が
し
っ
か
り
す
る
→
神
が
完
全
に
な
る
、

と
い
う
よ
う
に
、
神
が
形
に
作
用
し
た
上
で
、
さ
ら
に
形
が
神
に
作
用
す
る
と

い
う
順
序
が
示
さ
れ
て
い
る
。
形
と
神
で
は
や
は
り
神
が
価
値
的
に
上
位
に
置

か
れ
る
だ
ろ
う
が
、
神
を
完
全
に
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
形
の
修
養
が
欠
か
せ

ず
、
神
→
形
→
神
と
い
う
相
互
作
用
的
関
係
が
あ
る
こ
と
に
形
神
の
密
接
さ
が
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見
て
取
れ
る
。
形
神
が
断
絶
し
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
両
者
の
間
で
循
環
す

る
か
の
よ
う
な
相
互
作
用
と
言
え
、
基
本
的
に
仏
教
に
は
な
い
発
想
で
あ
る
。

形
神
の
関
係
性
に
お
け
る
道
教
の
内
丹
ら
し
さ
が
特
に
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
禅
宗
の
影
響
を
受
け
て
も
、
禅
宗
と
同
一
化
し
た
り
取
り
込
ま
れ
た
り
す

る
こ
と
は
有
り
得
な
い
と
い
う
、
道
教
な
ら
で
は
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
も

言
え
る
部
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
場
に
お
け
る
松
下
氏
の
応
答
に
よ
れ
ば
、
形
神
が
循
環

す
る
よ
う
な
相
互
作
用
的
な
関
係
は
他
に
も
見
出
せ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
形
神
の
関
係
が
白
玉
蟾
以
外
も
含
め
た
内
丹
思
想
の
中
で
ど
れ
く

ら
い
見
ら
れ
る
の
か
を
、
禅
宗
に
対
し
て
の
性
命
双
修
に
よ
る
優
越
を
説
い
た

張
伯
端
か
ら
白
玉
蟾
、
さ
ら
に
は
南
宗
全
体
、
そ
し
て
後
に
南
宗
の
性
命
双
修

が
取
り
込
ま
れ
て
か
ら
の
全
真
教
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
検
討
が
可
能
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
性
命
双
修
と
い
う
考
え
方
は
、
性
功
と
命
功
を
そ
れ
ぞ
れ
に
修
養

す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
相
互
作
用
的
修
養
を
も
意
味
す
る
の
か
、
性
功
と

命
功
は
ど
の
よ
う
に
連
結
さ
れ
る
の
か
と
い
う
論
点
が
考
え
ら
れ
る
。

次
に
体
用
に
つ
い
て
、
陽
神
（
第
一
篇
第
一
章
、
一
一
二
～
一
一
六
頁
）
ま

た
は
嬰
児
（
補
論
一
、
三
二
五
～
三
二
六
頁
）
を
修
行
で
生
み
出
す
プ
ロ
セ
ス

に
つ
い
て
、
松
下
氏
は
道
か
ら
万
物
へ
と
い
う
生
成
論
の
逆
行
を
指
摘
し
た
。

「
そ
も
そ
も
陽
神
は
、
造
化
の
働
き
を
顚
倒
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
生
ま
れ

る
」
」
の
で
あ
り
、
「
万
物
か
ら
五
行
へ
、
五
行
か
ら
坎
離
へ
、
そ
し
て
一
へ

と
回
帰
し
よ
う
と
す
る
」
。
内
丹
に
よ
り
嬰
児
を
産
み
出
す
過
程
に
つ
い
て
も

同
様
に
「
生
成
論
的
遡
上
と
い
う
理
論
化
が
な
さ
れ
て
い
る
」
と
ま
と
め
る
。

さ
ら
に
、
仏
教
の
本
来
性
を
取
り
込
ん
だ
南
宗
で
は
、
一
な
る
陽
神
は
本
来
性

へ
と
融
け
込
ん
で
無
限
に
分
化
し
「
陽
神
と
い
う
一
な
る
存
在
は
、
一
に
し
て

多
、
多
に
し
て
一
と
な
る
」
と
す
る
。
ま
た
陽
神
の
分
化
に
つ
い
て
明
代
『
性

命
圭
旨
』
は
「
仙
家
謂
之
分
身
、
仏
氏
謂
之
化
身
」
と
述
べ
、
仏
教
の
応
化
身

を
意
識
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
を
体
用
の
概
念
に
よ
っ
て
換
言
す
れ
ば
、
自
身
の
内
に
多
様
な
現
れ
で

あ
る
用
の
要
素
を
見
出
し
、
流
れ
を
逆
転
さ
せ
て
一
な
る
体
へ
と
溯
ら
せ
る
の

で
あ
り
、
生
成
論
の
逆
行
は
体
用
関
係
の
逆
転
を
も
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
本
体
が
根
源
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
同
じ
で
も
、
実
践
と
し
て
は
、

多
が
あ
る
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
元
に
修
行
し
て
根
源
の
一
へ
と
至
れ
る
、
と
い
う

論
理
で
あ
り
、
理
念
的
に
は
一
か
ら
多
、
実
践
的
に
は
多
か
ら
一
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
個
別
的
存
在
と
絶
対
的
本
体
と
の
関
係
の
説
明

と
し
て
は
、
一
な
る
本
体
が
根
源
と
な
っ
て
多
様
な
現
れ
が
生
じ
る
、
と
い
う

体
用
の
基
本
的
構
図
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
逆
転
さ
せ
、
多
様
な
現
れ
が
あ
る

か
ら
こ
そ
一
な
る
本
体
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
論
理
が
生
ま
れ
か
け
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
ま
た
、
遡
上
し
て
一
へ
と
至
り
、
さ
ら
に
無
限
に
分
化
す
る
と

い
う
の
は
、
一
と
多
の
間
の
往
還
で
あ
り
、
体
用
関
係
の
循
環
と
も
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
体
用
、
及
び
前
述
の
形
神
は
、
い
ず
れ
も
伝
統
的
対
概
念

と
し
て
理
論
の
根
本
に
用
い
ら
れ
つ
つ
、
截
然
と
し
た
区
分
で
は
な
く
、
そ
の

間
で
の
相
互
作
用
や
循
環
、
往
還
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
れ

る
。

二

道
仏
二
教
に
お
け
る
輪
廻
の
共
有
と

基
本
的
な
機
能

本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
宋
代
以
降
の
南
宗
と
全
真
教
に
お
い
て
、
全
体

的
に
輪
廻
は
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
場
で
松
下
氏
か
ら
、
輪
廻
は
当
時
常
識
で
あ
っ
た
と
の
応
答
が
あ
っ
た
。
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仏
教
の
輪
廻
転
生
と
因
果
応
報
の
思
想
が
霊
宝
経
の
成
立
過
程
（
四
世
紀

末
～
五
世
紀
）
で
道
教
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
を
、
神
塚
淑
子
氏
（
『
道
教
経

典
の
形
成
と
仏
教
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
、
第
一
篇
第
一
章
「
霊

宝
経
と
初
期
江
南
仏
教
―
―
因
果
応
報
思
想
を
中
心
に
」
、
一
八
～
三
五
頁
）

は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

霊
宝
経
で
は
現
世
で
の
昇
仙
を
最
上
と
す
る
が
、
次
善
の
方
法
と
し
て
輪
廻

（
更
生
）
を
繰
り
返
し
最
終
的
に
仙
化
す
る
道
を
強
調
し
、
仏
教
の
因
果
応
報

・
輪
廻
転
生
の
思
想
を
教
理
の
根
幹
と
し
て
受
容
し
た
。
本
来
の
仏
教
思
想
と

異
な
る
中
国
的
特
色
と
し
て
、
得
道
の
可
能
性
を
高
め
る
と
い
う
積
極
的
な
受

け
止
め
方
を
し
、
幾
度
も
の
人
間
へ
の
転
生
、
特
に
地
位
的
・
経
済
的
に
恵
ま

れ
た
条
件
で
の
転
生
を
一
つ
の
理
想
と
し
た
。
現
世
中
心
主
義
の
性
格
が
強
く
、

家
単
位
で
の
因
果
応
報
を
説
き
、
祖
先
救
済
と
家
門
の
興
隆
を
直
接
的
関
心
事

と
し
た
。
霊
宝
経
は
呉
の
支
謙
と
康
僧
会
を
代
表
と
す
る
江
南
初
期
仏
教
を
基

盤
と
し
、
江
南
土
着
豪
族
が
中
心
と
な
り
作
成
し
た
。
因
果
応
報
・
輪
廻
転
生

と
亡
祖
済
度
は
六
朝
小
説
と
霊
宝
経
の
共
通
テ
ー
マ
で
あ
り
、
六
朝
中
後
期
の

一
般
民
衆
を
含
む
広
範
な
層
の
仏
教
受
容
の
形
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が

霊
宝
経
の
教
え
や
儀
式
の
江
南
一
般
民
衆
の
間
で
の
急
速
な
広
ま
り
を
根
本
で

支
え
た
。

つ
ま
り
江
南
で
は
一
般
に
幅
広
く
仏
教
の
輪
廻
と
因
果
応
報
が
広
ま
っ
て
お

り
、
霊
宝
経
は
そ
れ
を
取
り
込
む
こ
と
で
急
速
に
流
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
神
塚
氏
が
指
摘
し
た
得
道
の
可
能
性
を
高
め
る
と
い
う
積
極
的
受
け
止
め

方
に
つ
い
て
は
、
仏
教
で
も
同
様
で
あ
っ
た
の
を
評
者
も
述
べ
た
こ
と
が
あ
る

（
村
田
み
お
・
石
井
公
成
『
教
え
を
信
じ
、
教
え
を
笑
う

シ
リ
ー
ズ
実
践
仏

教
Ⅳ
』
臨
川
書
店
、
二
〇
二
〇
、
六
〇
～
六
一
頁
）
。
仏
教
の
本
生
譚
が
説
く

無
数
の
過
去
世
の
功
徳
を
、
理
想
の
聖
者
に
近
づ
く
た
め
の
手
本
と
し
て
模
倣

し
実
践
す
る
こ
と
で
、
自
分
も
輪
廻
の
先
で
い
つ
か
悟
り
へ
と
至
れ
る
、
と
い

う
捉
え
方
で
あ
る
。
霊
宝
経
で
社
会
的
に
優
位
な
身
へ
の
転
生
を
理
想
と
し
た

点
は
、
釈
迦
が
王
子
と
し
て
生
ま
れ
つ
い
た
の
と
矛
盾
は
せ
ず
、
仏
教
に
は
な

い
も
の
で
は
あ
る
が
、
富
貴
の
身
に
生
ま
れ
た
上
で
成
道
す
る
、
と
い
う
解
釈

が
可
能
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
書
で
は
仏
教
か
ら
の
影
響
を
同
時
代
の
禅
宗
を
中
心
に
考
察
し
て
い
る

が
、
輪
廻
の
よ
う
な
ご
く
基
本
的
な
概
念
に
つ
い
て
は
、
霊
宝
経
で
の
導
入
以

降
の
浸
透
過
程
と
範
囲
を
検
討
し
、
道
教
内
で
の
継
承
を
考
慮
す
る
こ
と
、
禅

宗
や
霊
宝
経
に
限
ら
ず
一
般
民
衆
に
お
け
る
幅
広
い
浸
透
に
対
応
し
た
と
考
え

て
み
る
こ
と
も
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
南
宗
と
全
真
教
そ
れ
ぞ
れ
の
開

祖
で
あ
る
張
伯
端
と
王
重
陽
は
も
と
は
道
士
で
は
な
く
下
層
知
識
人
で
、
長
く

世
俗
生
活
を
送
っ
た
上
で
提
唱
し
た
教
理
で
あ
り
、
一
般
大
衆
の
観
念
や
願
望

に
近
い
教
え
は
布
教
に
有
利
に
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
輪
廻
の
受
容

さ
れ
た
範
囲
が
狭
い
場
合
や
、
反
発
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
輪
廻
を

説
く
こ
と
が
リ
ス
ク
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
の
教
理
で
当
然
の
前
提
と
し

て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
大
衆
に
も
当
た
り
前
の
観
念
だ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
輪
廻
と
い
う
考
え
方
が
宗
教
の
中
で
如
何
な
る
機
能

を
持
つ
か
、
つ
ま
り
何
を
説
明
・
解
決
で
き
る
か
を
あ
る
程
度
整
理
し
た
い
。

試
み
に
大
き
く
分
け
る
と
、
悪
行
の
果
と
し
て
の
下
降
と
善
行
の
果
と
し
て
の

上
昇
の
二
方
向
が
あ
り
、
そ
れ
を
過
去
世
と
来
世
の
い
ず
れ
に
用
い
る
か
と
い

う
二
面
も
あ
る
。
評
者
が
思
い
つ
く
範
囲
で
ご
く
一
般
的
に
述
べ
る
と
、
次
の

諸
点
に
な
る
だ
ろ
う
。

【
過
去
世
】

・
生
ま
れ
つ
き
の
宗
教
的
・
世
俗
的
格
差
の
正
当
化
と
自
己
責
任
化
（
上

形神・体用・輪廻・機根・感応から考える宋金元道教内丹思想（村田）
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昇
・
下
降
）

・
過
去
世
の
肯
定

今
生
で
人
な
の
は
、
前
世
で
悪
行
を
せ
ず
善
行
を

積
ん
だ
証
左
（
上
昇
）

【
来
世
】

・
今
生
に
限
っ
て
捉
え
た
場
合
の
理
念
と
現
実
の
乖
離
の
解
決
（
上
昇

・
下
降
）

例
）
悪
行
を
し
た
の
に
報
い
を
受
け
な
い
、
善
行
を
し
た
の
に
良

い
こ
と
が
な
い

・
脅
し

悪
行
を
す
れ
ば
人
以
下
の
地
獄
餓
鬼
畜
生
、
成
道
か
ら
遠
ざ

か
る
（
下
降
）

・
死
の
恐
怖
の
緩
和

ま
た
生
ま
れ
変
わ
る
だ
け
、
か
つ
善
行
を
積
め

ば
ま
た
人
間
（
横
ば
い
・
上
昇
）

・
今
生
で
成
道
出
来
な
く
て
も
失
敗
で
は
な
い

今
生
で
悟
れ
な
く
て

も
来
世
が
あ
り
、
今
生
で
修
練
や
功
徳
を
積
め
ば
、
来
世
は
よ
り
成

道
に
近
づ
く
（
上
昇
）

そ
れ
ぞ
れ
に
宗
教
的
に
便
利
な
説
明
と
し
て
機
能
し
、
か
つ
表
裏
一
体
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
の
う
ち
ど
こ
に
重
点
が
置
か
れ
る
か
が
、
仏
教
・
道

教
内
で
も
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、

本
書
の
性
命
説
の
検
討
の
中
に
見
ら
れ
る
輪
廻
に
関
連
す
る
箇
所
を
次
に
幾
つ

か
取
り
上
げ
る
。

三

輪
廻
と
習
気
（
習
漏
）
・
功
行
・
機
根

松
下
氏
は
全
真
教
の
性
命
説
に
見
え
る
機
根
を
南
宗
と
比
較
検
討
し
、
全
真

教
は
上
根
的
、
南
宗
は
中
下
根
的
（
漸
次
的
向
上
）
と
結
論
づ
け
る
（
第
二
篇

第
二
章
、
二
三
〇
頁
）
。
そ
の
検
討
の
中
で
、
全
真
教
で
の
輪
廻
に
よ
る
説
明

が
二
種
類
見
出
せ
る
。
一
つ
は
悪
行
に
属
す
る
習
気
に
よ
る
下
降
、
も
う
一
つ

は
善
行
に
属
す
る
功
行
に
よ
る
上
昇
で
あ
る
。

輪
廻
で
染
み
つ
い
た
習
気
に
よ
る
下
降
に
つ
い
て
、
例
え
ば
全
真
教
・
尹

志
平
は
「
且
此
生
所
受
五
常
之
性
、
即
前
生
所
好
、
既
習
以
成
、
則
有
以
感
之

也
。
…
…
所
好
不
一
、
則
必
得
五
行
不
純
駁
雑
之
相
。
此
之
謂
習
性
感
化
、
又

謂
之
因
果
。
…
…
学
人
既
知
今
之
所
愛
、
是
多
生
所
習
、
便
当
尽
除
去
」（
同
、

二
〇
八
頁
）
と
述
べ
る
。
松
下
氏
は
、
煩
悩
の
余
薰
で
あ
る
習
気
が
因
果
に
よ

っ
て
幾
世
に
も
わ
た
り
根
深
く
染
み
込
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
脱
す
る
と
「
本
来

の
性
」
で
あ
る
真
性
に
到
達
す
る
、
と
い
う
の
が
全
真
教
の
教
理
の
根
幹
と
指

摘
す
る
（
同
、
二
〇
九
頁
）
。
ま
た
、
存
想
や
吐
納
の
よ
う
な
漸
次
的
功
法
に

よ
る
向
上
を
否
定
し
、
習
気
の
滅
尽
で
真
性
を
獲
得
し
、
絶
対
的
な
無
漏
に
一

挙
に
到
達
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
（
同
、
二
二
〇
～
二
二
一
頁
）
。

こ
こ
で
は
輪
廻
の
、
煩
悩
や
執
着
が
染
み
付
く
過
程
と
い
う
下
降
面
に
重

点
が
置
か
れ
、
肯
定
的
な
意
味
付
け
は
特
に
述
べ
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
輪
廻
の

中
で
習
気
を
段
階
的
に
除
去
し
て
い
く
と
考
え
る
な
ら
ば
上
昇
面
に
も
反
転
し

う
る
が
、
無
漏
に
一
挙
に
到
達
す
る
と
い
う
著
者
の
指
摘
に
基
づ
け
ば
、
今
生

で
の
習
気
の
除
去
を
目
指
す
の
が
教
理
的
根
幹
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

功
行
に
よ
る
上
昇
面
と
し
て
、
全
真
教
で
は
、
機
根
の
差
の
原
因
を
輪
廻

に
お
け
る
功
行
の
蓄
積
と
す
る
箇
所
が
あ
る
。
王
重
陽
に
よ
る
馬
丹
陽
と
丘
処

機
の
扱
い
の
違
い
に
つ
い
て
、
尹
志
平
は
「
祖
師
（
王
重
陽
）
以
丹
陽
師
父
宿

世
功
行
至
大
、
常
与
談
論
玄
妙
、
以
長
春
師
父
（
丘
処
機
）
功
行
未
至
、
令
作

塵
労
、
不
容
少
息
」
と
述
べ
、
過
去
世
の
功
行
を
積
み
重
ね
た
馬
丹
陽
と
未
だ

蓄
積
不
足
の
丘
処
機
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
丘
処
機
は
「
祖
師
所
伝
之
道

一
也
、
何
為
有
等
級
如
此
。
只
縁
各
人
所
積
功
行
有
浅
深
、
是
以
得
道
有
遅
速
。
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丹
陽
非
一
世
修
行
、
至
此
世
功
行
已
備
」
と
も
述
べ
、
松
下
氏
は
馬
丹
陽
に
比

べ
て
根
機
が
劣
る
と
丘
処
機
が
自
覚
し
て
お
り
、
こ
の
考
え
方
は
成
道
で
き
な

い
現
実
と
い
う
苦
悩
へ
の
一
つ
の
答
え
で
あ
っ
た
ろ
う
と
指
摘
す
る
（
同
、
二

一
二
～
二
一
三
、
二
三
三
頁
、
第
二
篇
第
三
章
、
二
五
一
～
二
五
二
頁
）
。

こ
れ
ら
で
は
輪
廻
は
機
根
の
差
の
説
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
集
団
内
で
の

師
弟
関
係
や
弟
子
の
ラ
ン
ク
付
け
の
説
明
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
宗
教

教
団
に
お
け
る
序
列
化
の
理
由
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
ま
た
上
で
見
た
よ
う

に
習
気
は
輪
廻
の
下
降
面
に
重
点
が
あ
っ
た
が
、
功
行
は
成
道
へ
の
近
さ
と
い

う
上
昇
面
に
重
点
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
輪
廻
と
い
う
視
点
で
見
る
と
、
主
と
し
て
習
気
は
下
降
、

功
行
は
上
昇
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
輪
廻
の
基
本
的
な
善
悪
二
方
向
が
い
ず
れ
も

説
明
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
た
ど
ち
ら
も
過
去
世
の
蓄
積

を
指
し
て
お
り
、
来
世
志
向
の
用
い
方
は
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
角
度

を
換
え
る
と
、
全
真
教
は
上
根
的
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
今
生
で
の
上
根
で
あ

り
、
今
生
で
の
悟
り
が
可
能
な
人
を
主
た
る
教
化
対
象
と
し
た
、
と
理
解
す
る

こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
現
在
中
下
根
で
あ
っ
て
も
、
輪
廻
に
よ
る
階
梯
の
上

昇
は
否
定
さ
れ
な
い
。
論
理
的
に
は
過
去
世
の
輪
廻
に
お
け
る
修
行
の
蓄
積
を

経
た
ら
、
あ
る
生
に
お
い
て
は
上
根
段
階
に
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
無
漏

へ
の
到
達
を
目
指
し
う
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
来
世
志
向
の
捉
え

方
は
本
書
の
範
囲
内
に
は
見
出
せ
ず
、
そ
の
点
に
や
は
り
上
根
的
性
質
が
見
て

取
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
南
宗
に
お
け
る
輪
廻
と
習
漏
（
習
気
）
に
つ
い
て
松
下
氏
は
、
修
行

に
よ
る
頓
悟
は
不
完
全
で
あ
り
、
頓
悟
の
後
も
染
み
つ
い
た
習
漏
を
除
去
す
る

た
め
内
丹
の
修
養
が
必
要
と
さ
れ
、
習
漏
が
あ
る
限
り
輪
廻
を
脱
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
さ
れ
た
、
と
指
摘
す
る
（
第
二
篇
第
二
章
、
二
二
四
頁
）
。
ま
た

輪
廻
と
習
漏
に
つ
い
て
、
例
え
ば
南
宗
の
李
簡
易
は
「
或
滲
漏
未
尽
、
則
又
再

出
頭
来
、
不
失
人
身
、
幸
矣
」
（
同
、
二
二
七
頁
）
と
し
、
人
へ
の
転
生
を
幸

い
と
見
な
す
。
前
述
の
全
真
教
の
習
気
の
除
去
→
真
性
の
獲
得
→
無
漏
へ
の
到

達
と
い
う
過
程
と
は
異
な
り
、
中
下
根
的
と
さ
れ
る
南
宗
で
は
、
頓
悟
は
終
極

で
は
な
く
、
さ
ら
に
内
丹
に
よ
る
漸
次
的
向
上
に
よ
っ
て
習
漏
を
除
去
し
て
い

く
。
そ
し
て
輪
廻
は
習
漏
除
去
の
不
足
を
意
味
す
る
が
、
人
に
生
ま
れ
変
わ
る

な
ら
少
な
く
と
も
明
か
な
下
降
で
は
な
く
、
横
ば
い
を
意
味
す
る
。
人
間
へ
の

転
生
を
一
種
の
理
想
と
す
る
霊
宝
経
ほ
ど
積
極
的
で
は
な
い
が
、
下
降
で
は
な

い
点
に
一
定
の
価
値
を
見
出
し
て
お
り
、
来
世
志
向
の
用
い
方
で
あ
る
。
そ
れ

は
恐
ら
く
内
丹
の
修
養
の
重
視
と
関
連
し
て
お
り
、
性
功
・
命
功
の
修
養
に
は

人
間
の
身
が
必
要
だ
と
い
う
点
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
輪
廻
に
よ
る
説
明
は
、
全
真
教
で
は
上
昇
・
下
降
の
善
悪

二
方
向
い
ず
れ
も
過
去
世
に
用
い
ら
れ
、
南
宗
で
は
横
ば
い
と
漸
次
的
上
昇
と

し
て
来
世
志
向
で
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
上
根
的
全
真
教
、
中
下
根
的
南
宗
と
い

う
位
置
づ
け
と
も
照
応
す
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
更
に
考
察
可
能
な
視
点
と

し
て
は
、
上
述
の
形
神
と
輪
廻
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
精
神
を
主
と

す
る
性
功
と
肉
体
を
主
と
す
る
命
功
が
、
輪
廻
に
よ
る
肉
体
の
転
換
の
中
で
ど

う
受
け
継
が
れ
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
の
か
、
形
神
（
性
命
）
は
分
け
て
捉
え

ら
れ
つ
つ
断
絶
は
し
て
お
ら
ず
、
前
述
の
よ
う
な
循
環
や
相
互
作
用
的
関
係
が

あ
り
、
輪
廻
の
中
で
神
や
神
に
よ
る
修
養
だ
け
が
受
け
継
が
れ
る
と
は
考
え
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
輪
廻
に
お
け
る
形
神
の
区

別
と
一
体
性
と
い
う
問
題
も
、
恐
ら
く
仏
教
と
の
違
い
が
顕
著
な
側
面
で
あ
り
、

禅
宗
か
ら
取
り
入
れ
た
性
功
を
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
す
る
内
丹
術
と
如
何
に
調

和
さ
せ
た
か
と
い
う
工
夫
を
見
出
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
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四

超
越
者
か
ら
の
手
助
け
、
利
他
と
感
応

時
間
の
都
合
に
よ
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
上
で
は
触
れ
る
暇
の
な
か
っ
た

点
に
つ
い
て
も
以
下
で
述
べ
て
お
き
た
い
。

南
宗
と
全
真
教
の
い
ず
れ
も
性
功
・
命
功
に
よ
る
修
養
の
積
み
重
ね
が
中

核
だ
が
、
加
え
て
超
越
的
存
在
か
ら
の
手
助
け
を
得
る
と
い
う
側
面
も
あ
り
、

そ
こ
に
は
利
他
と
感
応
と
い
う
構
図
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

南
宗
で
は
、
『
悟
真
篇
』
の
元
の
戴
起
宗
に
よ
る
注
釈
「
今
詩
云
、
也
知
由

我
也
由
天
、
勤
勉
学
者
、
若
聞
大
道
、
亦
当
積
行
施
徳
、
以
求
天
助
」
に
つ
い

て
、
松
下
氏
は
「
当
時
、
一
般
に
修
行
者
自
身
の
努
力
だ
け
で
は
成
仙
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
そ
れ
と
併
せ
て
周
り
の
人
々
へ
の
恩
沢
を
施
す
徳
行
が
求
め
ら

れ
た
。
こ
こ
で
も
そ
れ
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
よ
う
。
功
行
の
内
、
個
人
の
修
養

は
功
、
他
者
へ
の
徳
行
は
行
と
呼
ば
れ
る
」
（
第
二
篇
第
三
章
、
二
四
〇
～
二

四
一
頁
）
と
ま
と
め
る
。
性
功
と
命
功
は
自
己
修
養
で
、
自
利
と
し
て
の
行
為

で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
成
道
の
た
め
に
は
自
利
の
功

だ
け
で
な
く
利
他
の
行
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
が
あ
っ
て
始
め
て
超
越
的
立
場

か
ら
の
助
け
を
得
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
他
者
に
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、

自
分
も
天
と
い
う
超
越
的
他
者
か
ら
利
益
を
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
構
図
で
あ

る
。一

方
、
全
真
教
の
丘
処
機
の
場
合
に
は
、
宿
根
と
関
連
さ
せ
た
六
朝
的
な
感

応
の
構
図
を
見
出
せ
る
。
松
下
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
全
真
教
で
は
修
行
者

が
依
拠
す
べ
き
は
心
で
、
志
や
信
が
全
面
的
に
重
視
さ
れ
、
志
の
堅
固
・
専
一

・
鍛
錬
を
表
す
言
葉
が
頻
出
す
る
（
第
二
篇
第
三
章
、
二
四
二
頁
）
。
丘
処
機

は
過
去
世
の
功
と
聖
賢
か
ら
の
手
助
け
に
つ
い
て
「
今
世
悟
道
、
宿
世
之
有
功

也
。
…
…
其
善
根
深
重
、
今
世
後
世
、
聖
賢
提
挈
」
（
第
二
篇
第
三
章
、
二
五

〇
頁
）
と
し
、
弟
子
と
の
問
答
で
「
或
問
云
、
修
行
在
志
、
提
挈
在
聖
賢
。
師

答
云
、
全
在
志
。
若
無
志
、
聖
賢
如
何
提
挈
」（
同
、
二
五
二
頁
）
と
述
べ
る
。

松
下
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
前
述
の
丘
処
機
の
根
機
が
劣
る
と
い
う
自
覚
に
根

ざ
し
、
成
道
で
き
な
い
苦
悩
へ
の
答
え
、
「
修
行
者
の
主
体
性
へ
の
一
抹
の
不

安
の
現
れ
」
で
あ
り
、
「
無
限
と
も
い
え
る
修
行
者
と
道
と
の
懸
隔
が
、
現
今

の
修
行
の
成
果
を
前
世
に
求
め
る
宿
根
の
強
調
に
つ
な
が
っ
た
」
と
指
摘
す
る

（
同
、
二
四
六
～
二
五
五
頁
）
。

こ
の
よ
う
な
丘
処
機
の
言
に
お
い
て
は
、
輪
廻
が
、
修
行
者
が
直
面
す
る

他
者
と
の
宗
教
的
格
差
、
及
び
自
力
救
済
の
限
界
の
説
明
で
あ
り
、
中
下
根
に

留
ま
る
人
へ
の
一
種
の
慰
め
や
励
ま
し
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
加
え
て
、
全

て
は
志
に
か
か
っ
て
お
り
、
志
が
あ
れ
ば
聖
賢
が
助
け
て
く
れ
る
、
と
い
う
構

図
は
六
朝
と
共
通
す
る
伝
統
的
な
感
応
の
構
造
で
あ
り
、
悟
り
を
不
可
知
な
領

域
に
置
く
六
朝
仏
教
的
な
態
度
と
共
通
す
る
と
思
わ
れ
る
。
主
体
的
な
働
き
か

け
の
「
感
」
が
な
い
と
聖
賢
か
ら
の
「
応
」
も
な
い
点
で
あ
る
程
度
自
力
的
で

あ
り
つ
つ
他
力
的
、
自
身
で
全
て
把
握
し
き
れ
ず
よ
り
高
位
の
不
可
知
な
次
元

に
成
道
の
成
否
を
押
し
や
る
点
で
も
他
力
的
で
あ
る
。

語
弊
は
あ
る
だ
ろ
う
が
敢
え
て
大
ま
か
に
言
え
ば
、
仏
教
で
は
来
世
志
向

の
や
や
他
力
的
六
朝
仏
教
か
ら
、
今
生
志
向
の
自
力
的
禅
宗
へ
、
そ
し
て
そ
れ

を
取
り
入
れ
た
道
教
の
全
真
教
は
、
も
と
は
自
力
的
な
方
向
だ
っ
た
が
、
丘
処

機
の
段
階
で
自
力
救
済
の
限
界
に
応
じ
て
来
世
的
・
他
力
的
な
方
向
へ
向
か
っ

た
の
で
あ
り
、
禅
的
な
今
生
で
の
悟
り
や
自
力
救
済
か
ら
の
揺
り
戻
し
と
言
え

る
だ
ろ
う
か
。
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そ
の
他

以
上
、
形
神
、
体
用
、
輪
廻
、
機
根
、
感
応
を
中
心
に
考
え
て
き
た
が
、

そ
の
中
で
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
本
書
で
は
同
時
代
の
禅

宗
の
影
響
が
主
に
論
じ
ら
れ
た
が
、
輪
廻
の
よ
う
な
仏
教
全
般
の
共
通
概
念
は

禅
宗
に
限
ら
な
い
し
、
過
去
世
と
機
根
の
関
連
付
け
や
利
他
・
感
応
に
よ
る
超

越
者
の
手
助
け
は
禅
宗
に
見
出
せ
る
の
か
。
ま
た
丘
処
機
の
感
応
の
構
図
は
伝

統
的
天
人
相
関
と
六
朝
仏
教
的
感
応
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
仏
教

的
要
素
が
全
て
禅
宗
を
介
し
て
い
る
の
か
、
他
の
淵
源
も
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、

更
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
評
者
が
研
究
し
て
い
る
仏
教
と
山
水
に
関
連
し
て
、
全
真
教
の
王
志

謹
に
よ
る
「
汝
豈
不
見
許
大
虚
空
、
及
天
地
日
月
、
山
水
風
雲
。
此
不
是
眼
前

分
明
見
得
底
。
便
是
修
行
底
牓
様
、
便
是
入
道
底
門
戸
也
」（
第
二
篇
第
三
章
、

二
四
五
頁
）
と
い
う
発
言
が
興
味
深
い
。
眼
前
に
広
が
る
天
地
日
月
山
水
風
雲

を
修
行
の
手
本
、
入
道
の
門
戸
と
見
な
す
こ
の
発
言
は
、
評
者
に
と
っ
て
は
東

晋
～
劉
宋
期
の
山
水
詩
の
謝
霊
運
、
山
水
画
の
宗
炳
を
想
起
さ
せ
る
。
謝
霊
運

と
宗
炳
は
山
水
に
仏
教
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
て
見
、
山
水
を
一
種
の
修
行
の
場

と
し
た
の
で
あ
り
（
村
田
み
お
「
仏
教
図
像
と
山
水
画
―
廬
山
慧
遠
「
仏
影
銘
」

と
宗
炳
「
画
山
水
序
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
、
『
中
国
思
想
史
研
究
』
第
二
九
号
、

二
〇
〇
九
）
、
王
志
謹
の
発
言
は
そ
れ
と
同
趣
旨
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
も
、
王
志
謹
以
前
に
道
教
内
で
同
様
の
考
え
方
が
あ
っ
た
か
、
同
時
代
の

禅
宗
で
は
ど
う
か
、
と
い
っ
た
考
察
が
可
能
だ
ろ
う
。

形神・体用・輪廻・機根・感応から考える宋金元道教内丹思想（村田）



- 28 -


