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医
学
と
の
交
錯

―
―
松
下
道
信
氏
『
宋
金
元
道
教
内
丹
思
想
研
究
』
を
読
む
―
―劉

青

は
じ
め
に

松
下
道
信
氏
の
著
書
『
宋
金
元
道
教
内
丹
思
想
研
究
』
は
中
国
近
世
に
お

け
る
道
教
の
内
丹
思
想
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
全
真

教
の
「
新
道
教
」
と
し
て
の
特
質
を
過
度
に
強
調
し
、
「
旧
道
教
」
と
の
断
絶

を
指
摘
す
る
余
り
、
両
者
の
関
係
を
重
要
視
し
な
か
っ
た
と
の
問
題
点
が
あ
る
。

本
書
は
全
真
教
を
正
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
北
宋
か
ら
元
ま
で

の
全
真
教
及
び
全
真
教
と
内
丹
道
の
関
係
を
再
検
証
し
て
い
る
。
文
献
研
究
を

主
な
研
究
手
法
と
し
、
膨
大
な
文
献
量
を
分
析
し
、
実
証
的
に
検
証
し
た
。
そ

の
検
証
は
論
理
的
か
つ
厳
密
で
あ
り
、
各
根
拠
を
十
分
に
裏
付
け
て
い
る
。

本
稿
は
筆
者
の
研
究
分
野
と
関
心
領
域
か
ら
思
考
を
は
じ
め
、
日
本
中
国

学
会
第
七
五
回
大
会
書
評
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
パ
ネ
ル
Ⅰ
の
議
論
や
現
場
で
の
質
問

に
基
づ
い
て
、
論
を
展
開
す
る
。

一
、
出
版
活
動
と
師
授
意
識

松
下
氏
の
著
書
で
は
、
白
玉
蟾
に
関
連
す
る
膨
大
な
記
録
や
文
集
か
ら
、

そ
の
思
想
様
相
と
展
開
が
整
理
さ
れ
、
さ
ら
に
、
宋
金
元
明
の
出
版
状
況
及
び

刊
行
地
で
あ
る
福
建
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
時
代
背
景
の
下
で
白
玉
蟾
の
出
版

過
程
や
出
版
意
図
と
い
っ
た
方
向
か
ら
白
玉
蟾
の
思
想
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
お

り
、
そ
の
新
規
性
が
魅
力
で
あ
る
。
本
書
の
第
一
篇
第
二
章
「
白
玉
蟾
と
そ
の

出
版
活
動
―
全
真
教
南
宗
に
お
け
る
師
授
意
識
の
克
服
」
で
は
、
従
来
の
文
化

出
版
史
の
研
究
は
儒
教
経
典
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
本
書
で
は
道
教
側

の
出
版
文
化
に
焦
点
を
当
て
た
と
、
松
下
氏
は
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
白
玉
蟾

に
関
す
る
記
述
に
基
づ
き
、
白
玉
蟾
は
自
覚
的
、
意
識
的
に
出
版
を
利
用
し
た

と
の
結
論
に
至
っ
た
。
松
下
氏
は
、
白
玉
蟾
の
生
前
に
弟
子
た
ち
は
彼
の
著
作

の
刊
行
に
関
与
し
、
死
後
も
出
版
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
と
指
摘
し
た
。

白
玉
蟾
と
比
し
て
、
張
伯
端
や
石
泰
、
薛
道
光
、
陳
楠
が
残
し
た
著
作
は
少
な

か
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
白
玉
蟾
及
び
そ
の
内
部
の
出
版
意
識
が
変
革

し
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
白
玉
蟾
が
内
丹
道
に
お

け
る
伝
授
に
ま
つ
わ
る
意
識
を
変
革
し
得
た
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
出
版
が
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
松
下
氏
は
指
摘
し
た
。

北
宋
以
来
、
木
版
印
刷
の
技
術
が
次
第
に
成
熟
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
書

医学との交錯－松下道信氏『宋金元道教内丹思想研究』を読む（劉）



- 30 -

物
の
刊
行
は
隆
盛
を
迎
え
、
知
識
の
普
及
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
と
く

に
福
建
は
竹
と
紙
の
産
地
で
あ
る
た
め
、
刊
行
業
が
発
達
し
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
。
福
建
は
経
済
、
文
化
が
発
展
し
、
知
識
人
た
ち
の
書
籍
に
対
す
る
需
要

が
増
大
し
た
こ
と
も
、
出
版
業
隆
盛
の
重
要
な
要
因
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
白

（

一

）

玉
蟾
及
び
後
人
た
ち
が
積
極
的
に
出
版
を
利
用
し
始
め
た
理
由
は
、
内
部
変
革

の
ほ
か
、
印
刷
の
状
況
を
含
め
た
社
会
環
境
や
時
代
背
景
に
つ
い
て
も
、
検
討

す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

医
学
思
想
に
お
い
て
、
金
元
の
四
大
家
と
呼
ば
れ
た
劉
完
宗
、
張
子
和
、

李
東
垣
、
朱
丹
渓
が
登
場
し
た
こ
と
で
、
新
し
い
医
学
理
論
が
形
成
さ
れ
、
南

宋
か
ら
元
に
至
る
ま
で
、
医
学
は
大
き
な
変
革
期
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ

も
そ
も
漢
代
か
ら
中
国
の
人
口
は
南
下
す
る
傾
向
が
あ
り
、
北
宋
以
後
、
異
民

族
に
追
わ
れ
た
こ
と
で
南
部
に
撤
退
し
、
元
代
に
は
ピ
ー
ク
に
達
し
た
。
環
境

変
化
の
中
で
、
風
土
病
や
伝
染
病
が
流
行
し
た
こ
と
で
、
一
層
、
医
学
理
論
や

治
療
法
に
対
応
し
き
れ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
『
素

（

二

）

問
』『
傷
寒
論
』
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
医
療
体
系
を
反
省
・
批
判
し
、
劉
完
宗
、

張
子
和
、
李
東
垣
、
朱
丹
渓
を
含
め
、
民
間
の
医
家
た
ち
は
積
極
的
に
出
版
を

利
用
し
、
新
た
な
医
説
を
語
っ
た
。
社
会
情
勢
と
関
連
し
て
考
え
る
と
、
激
動

の
時
代
に
お
い
て
、
人
々
は
生
、
死
、
病
に
つ
い
て
異
な
る
理
解
を
持
ち
、
そ

れ
ゆ
え
に
よ
り
多
く
の
努
力
を
し
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
本
書
の
第
一
篇
第
二
章
で
、
松
下
氏
が
『
悟
真
篇
』
や
各
注
釈
本

が
ど
の
よ
う
に
著
さ
れ
流
通
し
た
か
に
注
目
し
た
部
分
は
、
新
た
な
方
向
性
を

示
唆
し
て
い
る
。
版
本
自
身
の
問
題
に
過
度
に
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
の
背
景
に
注

目
す
る
姿
勢
は
当
該
領
域
の
研
究
に
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
張
伯

端
の
伝
授
意
識
に
つ
い
て
は
、「
三
伝
非
人
、
三
遭
禍
患
」
と
い
う
記
述
か
ら
、

人
を
明
確
に
選
択
せ
ず
に
口
訣
を
伝
授
す
る
こ
と
で
天
譴
を
招
く
危
険
が
あ
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
張
伯
端
は
「
不
許
軽
伝
於
非
人
」
と

理
解
し
た
た
め
、
予
言
通
り
に
第
二
祖
の
石
泰
と
出
会
っ
た
。
松
下
氏
は
ま
た

張
伯
端
は
内
丹
修
練
に
は
口
訣
が
不
可
欠
と
考
え
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
『
悟
真
篇
』
に
関
す
る
問
題
に
対
し
、
も
し
出
版
物
を
読
ん
で
自
ら
理

解
で
き
る
人
が
い
れ
ば
、
そ
れ
は
仙
骨
を
有
す
る
人
で
あ
り
、
「
天
賜
」
を
授

か
っ
て
い
る
と
張
伯
端
が
考
え
て
い
る
と
い
う
。

『
悟
真
篇
』
の
注
釈
に
つ
い
て
、
一
一
六
一
年
に
葉
士
表
は
自
身
の
理
解

に
基
づ
き
、
最
初
の
注
釈
を
作
成
し
た
。
そ
の
後
に
、
翁
葆
光
は
原
書
の
正
し

い
意
義
を
広
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
心
配
し
、
天
譴
を
恐
れ
ず
注
釈
を
書
い
た
。

翁
葆
光
、
薛
道
光
の
注
釈
は
平
易
な
言
葉
で
『
悟
真
篇
』
の
詩
文
を
解
釈
し
た

も
の
だ
が
、
松
下
氏
は
丹
訣
を
解
釈
す
る
た
め
の
口
訣
や
師
伝
に
相
当
す
る
と

判
断
し
、
注
釈
を
施
す
こ
と
は
口
訣
を
脅
か
す
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
の
結
論

に
至
っ
た
。
「
天
機
を
泄
す
（
泄
天
機
）
」
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
口
訣

と
注
釈
の
関
係
を
明
確
に
考
察
し
て
い
る
。

最
後
に
白
玉
蟾
の
師
授
意
識
に
関
し
て
、
『
修
真
十
書
雜
著
指
玄
篇
』
の
白

玉
蟾
と
陳
楠
の
対
談
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
口
訣
を
刊
行
す
る

こ
と
は
、
「
師
は
天
涯
に
在
り
、
弟
子
は
海
角
に
在
り
」
、
わ
ざ
わ
ざ
弟
子
を

探
す
こ
と
は
甚
だ
し
く
困
難
で
あ
る
た
め
、
口
訣
を
刊
行
し
天
下
に
広
げ
、
仙

分
と
才
能
を
有
す
る
人
が
自
然
に
集
ま
っ
て
く
る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
天
賜
で

あ
る
と
い
う
考
え
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
松
下
氏
は
白
玉
蟾
の
刊
行
に
対
し
、

そ
の
理
由
を
「
白
玉
蟾
は
ど
ん
な
人
に
も
仙
分
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
」
、
「
あ

ら
ゆ
る
人
々
を
救
う
た
め
と
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
指

摘
は
や
は
り
白
玉
蟾
の
言
葉
「
師
は
天
涯
に
在
り
、
弟
子
は
海
角
に
在
り
」
と

矛
盾
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

仙
分
に
対
す
る
考
え
は
昔
か
ら
存
在
し
た
。
『
抱
朴
子
』
で
は
人
は
気
を
受
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け
て
出
生
し
、
生
星
に
属
す
る
人
は
、
必
ず
仙
分
を
好
み
、
求
め
れ
ば
仙
人
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
死
星
に
属
す
る
人
は
仙
道
を
信
じ
ず
、

仙
道
を
修
め
る
こ
と
も
な
い
。
白
玉
蟾
の
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
考
え
が
ど
の

ぐ
ら
い
変
化
し
た
か
は
ま
だ
疑
問
が
残
る
。
南
宋
中
葉
、
知
識
が
一
般
の
人
々

ま
で
開
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
医
学
書
の
場
合
で

も
、
と
り
わ
け
元
明
で
は
、
医
学
書
の
出
版
ブ
ー
ム
を
迎
え
、
医
家
や
知
識
人

た
ち
は
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
医
学
知
識
や
養
生
知
識
を
一
般
の
人
々
に
伝
え

て
、
医
学
知
識
の
普
及
に
努
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
白
玉
蟾

が
「
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
救
う
た
め
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
さ
ら
な
る

裏
付
け
が
必
要
で
あ
る
。

本
篇
の
最
後
で
は
、
白
玉
蟾
の
師
授
意
識
を
克
服
す
る
努
力
を
明
ら
か
に

し
、
意
識
的
に
知
識
の
伝
播
手
段
を
利
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
出

版
へ
の
道
を
切
り
拓
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
岡
西
為
人
の
研
究
で
は
金
元

に
お
け
る
医
学
や
本
草
の
こ
の
よ
う
な
著
し
い
変
換
の
最
も
直
接
的
な
原
因
は

北
宋
で
行
わ
れ
た
医
書
の
校
刊
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
岡
西

は
従
来
一
般
の
医
家
が
入
手
不
可
能
で
あ
っ
た
多
く
の
基
本
的
医
書
が
国
家
的

規
模
の
下
に
校
勘
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
誰
で
も
容
易
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
、
医
家
た
ち
の
意
欲
を
喚
起
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
医
学
の
理
論

と
実
際
の
治
療
と
を
関
連
づ
け
て
医
学
を
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
思
想
が
生
ま

れ
た
と
指
摘
し
た
。
医
学
と
同
じ
く
、
白
玉
蟾
の
積
極
的
な
出
版
行
為
は
知
識

（

三

）

の
秘
密
性
を
破
り
、
道
教
の
近
世
的
発
展
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
道
教
に
内
在
化
さ
れ
た
開
放
性
と
神
秘
性
に
対
す
る
洞
察
を
深
め

る
可
能
性
が
あ
る
。

二
、
修
仙
と
頓
悟

『
修
真
十
書
雜
著
指
玄
篇
』
巻
四
の
「
修
仙
辨
惑
論
」
冒
頭
部
分
に
お
い

て
、
白
玉
蟾
は
修
仙
の
方
法
に
つ
い
て
、
陳
楠
に
質
問
し
た
。
陳
楠
は
「
修
仙

有
三
等
，
鍊
丹
有
三
成
」
と
答
え
た
。
仙
人
と
し
て
、
天
仙
、
水
仙
、
地
仙
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
修
練
法
が
あ
る
。
ま
た
、
陳
楠
は
修
仙
の
最
終

的
な
証
験
と
し
て
、
「
長
生
不
死
之
道
」
に
到
達
す
る
と
説
明
し
た
。

「
長
生
不
死
之
道
」
は
古
代
の
神
仙
思
想
を
連
想
さ
せ
る
。
古
代
の
人
々

は
長
寿
の
た
め
、
さ
ら
に
は
、
不
老
不
死
の
仙
人
と
な
る
た
め
、
様
々
な
努
力

を
積
み
重
ね
て
き
た
。
道
教
は
成
立
の
当
初
か
ら
、
不
老
不
死
を
追
求
す
る
宗

教
で
あ
っ
た
。
馬
王
堆
か
ら
は
、
「
導
引
図
」
や
『
十
問
』
『
合
陰
陽
方
』
『
雑

禁
方
』
『
天
下
至
道
談
』
と
い
っ
た
房
中
・
養
生
の
書
物
が
出
土
し
て
い
る
。

『
列
仙
伝
』
で
は
仙
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
登
場
し
、
偓
佺
は
二
三
百
歳
、
彭
祖

は
八
百
余
歳
、
安
期
先
生
は
千
歳
、
崔
文
子
は
三
百
歳
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま

た
、
『
抱
朴
子
』
は
金
丹
術
を
修
練
す
る
こ
と
で
、
不
老
長
生
に
な
れ
る
と
主

張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
劉
元
丹
法
で
作
っ
た
金
丹
を
飲
め
ば
百
歳
ま
で
生
き
ら

れ
、
石
先
生
丹
法
で
五
百
歳
、
康
風
子
丹
を
一
合
飲
め
ば
百
歳
、
一
升
飲
め
ば

千
歳
、
さ
ら
に
、
両
儀
子
餌
黄
金
法
な
ら
千
二
百
歳
、
二
千
歳
ま
で
生
き
ら
れ

る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
五
禽
戯
を
練
習
す
れ
ば
、
百
余
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
。

行
気
す
れ
ば
、
数
百
歳
に
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
た
。
実
際
に
、

張
蒼
は
偶
然
小
術
を
得
て
婦
人
の
母
乳
を
飲
ん
で
い
た
ら
、
百
八
十
歳
ま
で
生

き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

近
世
に
入
る
と
、
元
代
の
『
三
元
参
賛
延
寿
書
』
で
は
、
人
の
寿
命
は
天

元
六
十
歳
、
地
元
六
十
歳
、
人
元
六
十
歳
、
合
わ
せ
て
百
八
十
歳
、
つ
ま
り
、
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人
々
は
養
生
を
行
え
ば
、
百
八
十
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
『
三
元
参
賛
延
寿
書
』
の
末
尾
で
は
「
寿
命
は
私
自
身
が
決
め
る
も
の
で

あ
り
、
天
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
寿
夭
は
（
天
）
命
で
は
な

く
、
修
業
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

一
般
人
も
養
生
を
す
れ
ば
、
仙
人
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
。

「
寿
命
は
私
自
身
が
決
め
る
も
の
で
あ
り
、
天
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
（
我
命
在
我
不
在
天
）
」
と
い
う
言
葉
は
『
抱
朴
子
』
黄
白
篇
に
由
来

し
た
文
で
あ
り
、
金
丹
術
で
天
命
か
ら
脱
出
し
、
不
老
不
死
に
な
る
こ
と
を
指

し
て
い
る
。
一
方
、
本
書
に
記
さ
れ
た
通
り
、
『
悟
真
篇
』
で
も
こ
の
言
葉
が

み
ら
れ
た
。
ま
た
、
『
修
真
十
書
雜
著
指
玄
篇
』
巻
四
で
の
白
玉
蟾
と
陳
楠
の

問
答
に
も
、
こ
の
言
葉
が
登
場
し
た
。
い
わ
ば
、
白
玉
蟾
は
口
訣
を
刊
行
し
よ

う
と
し
て
い
る
が
、
天
譴
を
恐
れ
て
い
る
と
語
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
陳
楠
は

「
我
が
命
は
我
に
在
り
、
天
に
在
ら
ず
」
と
答
え
た
。
以
上
の
内
容
か
ら
、
元

代
ま
で
不
老
不
死
と
い
う
理
想
及
び
最
終
的
な
目
標
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い

え
る
。

一
方
、
陳
仲
奇
氏
に
指
摘
さ
れ
た
通
り
、
早
期
の
神
仙
説
と
養
生
思
想
は

そ
も
そ
も
別
の
理
論
で
あ
る
。
神
仙
は
生
死
の
限
界
を
超
え
、
天
と
地
の
間
を

自
由
に
往
復
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
養
生
は
常
人
が
肉
体
そ
の
も
の
の
長
生
の

可
能
性
を
高
め
る
た
め
、
肉
体
を
守
る
た
め
の
様
々
な
努
力
で
あ
る
。
陳
氏
が

（

四

）

指
摘
し
た
観
点
に
加
え
て
、
近
世
の
内
丹
思
想
の
視
点
か
ら
、
不
老
不
死
が
ど

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
実
現
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
問
題
が
残
さ

れ
て
い
る
。

横
手
裕
氏
は
王
嚞
の
金
丹
の
捉
え
方
を
分
析
し
て
い
る
。
王
嚞
は
、「
金
丹
」

（

五

）

を
「
本
来
の
真
性
」
で
あ
る
と
し
、
金
丹
の
錬
成
は
自
分
の
心
の
修
練
で
あ
る

と
し
た
。
本
来
の
真
性
を
練
り
上
げ
る
こ
と
で
、
邪
念
妄
想
を
排
除
し
て
心
に

何
物
も
無
く
な
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
と
す
ぐ
に
仙
人
に
な
れ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
「
金
丹
」
は
悟
り
、
も
し
く
は
本
来
的
に
悟
り
を
具
え
た

心
性
で
あ
る
と
横
手
裕
氏
は
指
摘
し
た
。

本
書
に
よ
れ
ば
、
「
陽
神
を
強
調
す
る
こ
と
は
内
丹
の
命
の
側
面
を
強
調
す

る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
理
解
か
ら
始
ま
り
、
「
陽
神
の
行
方
は
、
仙
界
へ
と

連
な
る
も
の
と
し
て
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
陽
神
の
背
後
に
は
神

々
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
」
（
一
〇
八
頁
）
と
捉
え
て
い

る
。
つ
ま
り
、
仙
人
へ
繋
が
る
道
は
陽
神
の
錬
成
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
白
玉
蟾
の
時
代
に
な
る
と
、
不
老
長
生
の
実
現
の
手
順
と
し
て
、
陽

神
を
錬
成
す
る
こ
と
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
形
神
倶
妙
と
な
る
た
め
に
、

頓
悟
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
頓
悟
の
対
象
は

「
本
源
新
覚
の
性
」
と
み
な
し
た
。
松
下
氏
は
南
宗
が
禅
と
の
違
い
と
し
て
金

丹
の
錬
成
、
或
い
は
陽
神
の
完
成
を
目
指
し
、
ま
た
内
丹
道
の
内
部
で
頓
悟
の

必
要
性
を
説
い
た
と
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
頓
悟
と
禅
宗
に
お
け
る

頓
悟
と
は
異
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
南
宗
自
身
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
確
立
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
新
し
い
視
点
を
提
供
し
て
い

る
。

お
わ
り
に

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
二
時
間
に
亘
っ
て
、
議
論
と
意
見
交
換
を
実
施

し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
感
想
を
述
べ
れ
ば
、
最
後
の
題
目
で
あ
る
奧

野
新
太
郎
氏
が
提
起
し
た
「
宋
金
元
と
い
う
時
代
」
に
対
す
る
議
論
が
残
さ
れ

た
の
が
非
常
に
残
念
で
あ
る
。
新
道
教
の
問
題
は
、
宋
金
元
の
こ
の
特
別
な
時

期
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
に
違
い
な
く
、
今
後
の
研
究
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
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れ
の
視
点
か
ら
こ
の
時
代
は
よ
り
豊
か
に
定
義
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

《

注

》

（
一
）
黄
永
年
『
古
籍
版
本
学
』
、
江
蘇
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
八
一
頁
。

（
二
）
宮
下
三
郎
「
宋
元
の
医
療
」
、
薮
内
清
『
宋
元
時
代
の
科
学
技
術
史
』
、
京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
六
七
年
、
一
二
三
―
一
七
〇
頁
。

（
三
）
岡
西
為
人
「
中
国
本
草
の
伝
統
と
金
元
の
本
草
」
、
薮
内
清
『
宋
元
時
代
の
科
学

技
術
史
』
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
六
七
年
、
一
七
一
―
二
一
一
頁
。

（
四
）
陳
仲
奇
「
道
教
神
仙
説
の
成
立
に
つ
い
て
」
、
『
総
合
政
策
論
叢
』
第
一
号
、
島

根
県
立
大
学
総
合
政
策
学
会
、
二
〇
〇
一
年
三
月
、
一
四
九
―
一
七
〇
頁
。

（
五
）
横
手
裕
『
道
教
の
歴
史

(

宗
教
の
世
界
史

６)

』
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、

一
八
三
頁
。
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