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『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て

垣

智

之

序
言

問
題
の

在

若
し
『
大
洞
眞
經
』
を
得
れ
ば
、
復
た
金
丹
の

を
須
た
ざ

る
な
り
。
之
を
讀
む
こ
と
萬

、
畢
ら
ば
、
便
ち
仙
た
る
な

り
。

（『
眞

』

五
、
一
一
ｂ
五
）

『
大
洞
眞
經�１
）』

を
一
萬
回
讀
誦
す
れ
ば
昇
仙
で
き
る
と
す
る

『
眞

』
の
言
葉
は
、
仙
藥
の

用
に
代
わ
る
新
た
な
昇
仙
法
を

確
に
提
示
し
た
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く

『
眞

』
に
、『
大
洞
眞
經
』
を
「
仙

の
至
經
」（
同
、
一
五
ａ
四
）

と

價
す
る
言
葉
が
見
ら
れ
る
の
も

知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
『
眞

』
の
言
葉
が
、『
大
洞
眞
經
』
こ
そ

上
淸
經
の
頂
點
に
位
置
す
る
重

な
經
典
だ
と
い
う

識
を
定
着

さ
せ
る
大
き
な

因
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
讀
誦
す

れ
ば
昇
仙
で
き
る
と
い
う
『
大
洞
眞
經
』
が
ど
の
よ
う
な

容
を

も
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
實
は
、
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。

該
經
の
構

や

容
に
言

す
る
も
の
は
、
決
し
て
多
く
な
い
の

で
あ
る
。

按
ず
る
に
、『
登
眞

訣
』
第
二
「
經
傳
條
例
」
に
云
ふ
、

『
大
洞
眞
經
』
は
、
今
、
世
中
に
兩
本
有
り
。
一
は
則
ち
大

に
し
て
、

に
「
回
風
混
合
之

」
有
り
て
、
辭
旨
の

一
九

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て



東方宗敎（日本衜敎學會）129號 2017年

附
、
多
く
は
是
れ

な
り
。
一
本
は
唯
だ
三
十
九

有
り
。

其
の
中
に
乃
ち
數
語
の
右
英
の

く

と
同
じ
き
有
れ
ど
も
、

互
ひ
に
相
ひ
混

し
て
、
分
別
す
べ
か
ら
ず
。（
中
略
）

た
『
玉

』
一

有
り
。

（
宋
・
陳
景
元
『
上
淸
大
洞
眞
經
玉
訣

義
』
一
二
ａ
四
）

こ
の
『
登
眞

訣
』
の

は
、

藏

收
の
現
行
本
に
は
見

ら
れ
な
い
佚

で
あ
る�２
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
陶
弘
景
の
頃
の
『
大

洞
眞
經
』
に
は
、
三
十
九

の
み
か
ら

る
も
の
と
、「
徊
風
混

合
の

」
を
含
む
も
の
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

な
る
ほ
ど

藏
に
は
、『
上
淸
大
洞
眞
經�３
）』
と
題
す
る
經
典
が

收

さ
れ
て
お
り
、
そ
の

末
に
は
「
徊
風
混
合

一

訣
」
と

題
す
る
一

が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
こ

れ
が
右

に
言
う
「
大

」
の
系
統
を
引
く
も
の
だ
と
推
定
す
る

の
は
安
易
に

ぎ
よ
う
。

藏
本
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

の

複

さ
は
、
そ
れ
が

ら
か
に
複
數
の

素
か
ら

り
立
っ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

に
六

期
に
讀
誦
さ
れ
て
い
た

容

が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
相
當

度
に

ぶ

で
あ
ろ
う
後
世
の
附
加
部
分
を

ぎ
落
と
さ
ね
ば
見
え
て
こ
な
い

は
ず
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
を
分
析
し
て
、
該
經

が
ど
の
よ
う
な

素
か
ら
構

さ
れ
て
い
る
か
を

ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
讀
誦
さ
れ
て
い
た

容
の
痕
跡
を
そ
こ
に

め
得
る

か
否
か
を
確

し
て
み
た
い
。

一

傳
統
の
誇
示

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の

頭
に
は
、「
茅
山
上
淸
二
十
三
代
宗
師

妙
先
生
朱
自
英

」
と
さ
れ
る
序

が
置
か
れ
る
。
ま
た
、

六

す
べ
て
に
「
茅
山
上
淸
三
十
八
代
宗
師
蔣
宗
瑛
校
勘
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

末
に
置
か
れ
る
二

の
後
序
の
う
ち
の

一
方
は
、「
正
一
嗣
敎

合
無
爲

光
範
眞
人
領

敎
事
四
十

三
代
天
師
張
宇

書
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

公
端
と
い
う
人
物
の
手
に

る
も
う
一

の
後
序

に
は
、

の
よ
う
な
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

茅
山
の
上
淸
宗
壇
に
て
、

代
傳
授
す
る
こ
と
千
餘

の

、

二
〇

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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纔
か
に
三
十
八
人
。（『
上
淸
大
洞
眞
經
』

六
、
一
九
ａ
四
）

三
十
八
人
と
い
う
數
は
、
校
勘
を
行
な
っ
た
蔣
宗
瑛
を
念
頭
に

置
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
蔣
宗
瑛
の
生
卒
年
は
詳
ら
か
で
な
い

も
の
の
、『
茅
山
志
』

十
二
に
、
至
元
十
八
年
（
一
二
八
一
）

に
世

か
ら
詔
を
受
け
た
と
い
う
記

が
あ
る
。
そ
の
活
動
時
期

は
、
魏
華
存
が
靈
媒
楊
羲
を
介
し
て
許
氏
の
も
と
に
降
臨
し
た
興

寧
二
年
（
三
六
四
）
か
ら
數
え
て
も
さ
す
が
に
千
年
を
超
え
る
こ

と
は
な
い
が
、

代
の
宗
師
の

で
長
期
に
わ
た
っ
て
傳
授
さ
れ

て
き
た
と
す
る
こ
の
言
葉
に
は
、
經
典
の
正
統
性
を

め
さ
せ
た

い
と
い
う
氣
持
ち
が
表
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
じ
く
長
い
傳
統
を
誇
る
か
の
よ
う
に

頭
に
置
か

れ
る
序

は
實
に
奇
妙
な

で
あ
っ
て
、
傳
統
を
受
け

ぐ
立

場
に
あ
っ
た
人
物
が
書
い
た
も
の
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
お
粗
末

な
代
物
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
序
は
、

に
指
摘
が
あ
る
と
お
り
、

體
の
三
分
の
二
ほ

ど
が
、

藏
本
で
言
え
ば
、『
洞
眞
高
上
玉

大
洞
雌
一
玉

五

老
寶
經
』
と
『
洞
眞
太
上
素
靈
洞
元
大
有
妙
經
』
か
ら
の
引
用
を

つ
な
ぎ
合
わ
せ
た

と
な
っ
て
い
る�４
）。

序
に
他
經
の

容
を
引

く
こ
と
自
體
は
珍
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
引
用
が
愼

重
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
な
い
た
め
、
地
の

と
の
齟
齬
が
い
く

つ
か
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
序
の
後

で
『
大
有
妙
經
』
か
ら
經
典
の
傳
授
に
關

す
る
記

を
引
い
て
い
る
に
も
關
わ
ら
ず
、

末
で

び
經
典
の

傳
授
に
言

し
て
お
り
、
そ
の
兩
方
（
三
ａ
五
、
三
ｂ
六
）
で
、

『
九
眞

科
』
に
依
據
す
べ
き
こ
と
を

べ
て
い
る
の
は
、

ら

か
に

整
不
足
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

夫
れ

に
三
奇
有
り
。
第
一
の
奇
は
『
大
洞
眞
經
三
十
九

』、
第
二
の
奇
は
『
五
老
雌
一
寶
經
』、
第
三
の
奇
は
『
素

靈
大
有
妙
經
』。（
一
ｂ
八
）

『
大
洞
眞
經
』
を
筆
頭
と
す
る
三
つ
の
經
典
が
上
淸
經
の

上

位
に
位
置
す
る
こ
と
を

張
す
る
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
こ

の

も
『
大
有
妙
經
』
か
ら
の
引
用
だ
が
、
こ
の

に
は
、
實
は
、

趣
旨
の
異
な
る

の
よ
う
な
一

が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
一

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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た
『
徊
風

一
』、『
高
元
雄
一
』、『
五
老
雌
一
』
有
り
。

是
の
三
經
は
、
三
十
九

の

經
を
輔
く
る

以
な
り
。

（
一
ｂ
六
）

『
高
元
雄
一
』
と
い
う
呼

は
、

藏
中
に
他
例
を
見
な
い
た

め
、
そ
れ
が
何
を
指
す
か

ら
か
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て

も

確
で
は
な
い
が
、「
徊
風
混
合

一

訣
」
を

末
に
置
く

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
序

に
お
い
て
、
そ
れ
を
あ
た
か
も

行

の
經
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
い
、「
三
十
九

の

經
」
す
な
わ

ち
『
大
洞
眞
經
』
を
支
え
る
存
在
だ
と
す
る
點
に
は
不
自
然
さ
を

感
じ
る
。
さ
ら
に
は
、

の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

故
に
上
淸
三
十
九

皇
は
眞
を

し
て
下
に
映
じ
、
兆
の
身

中
の
三
十
九

に
入
る
。
是
に
於
い
て
各
お
の
其
の
貫
く

の

に
由
り
て
、
一

を

す
。（
中
略
）
中
央

老
元
素

君
、
彼
の
列

の

旨
を
總
べ
て
、
大
洞
の
眞
經
を
集

す
。（
一
ｂ
一
）

此
の
經
の
作
こ
る
や
、
乃
ち
玄
微
十
方
の
元
始
天
王
の

ら

す

の

自
り
撰
集
す
る
な
り
。（
中
略
）
元
始
天
王
、

た
以
て
上
淸
八
眞
中
央

老
君
に
傳
へ
て
、
下
方
の
當
に
眞

人
と
爲
り
、
三
辰
に
上
昇
す
べ
き

に
傳
へ
し
む
。（
二
ａ
二
）

右
の
う
ち
、
後

は
『
五
老
寶
經
』
か
ら
の
引
用

で
あ
り
、

一
部
が
『
無
上

』

三
十
に
ほ
ぼ
同

で
引
か
れ
て
い
る
。

『
無
上

』
が
そ
の
出
典
を
『
大
洞
眞
經
三
十
九

』
と
表
示

し
て
い
る
點
に
は
疑
問
が

る
も
の
の
、
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
き

た

で
あ
る
こ
と
が
確

さ
れ
る
。
一
方
、

は
三
十
九
位
の

神
々
が
一

ず
つ
經
を

し
、
そ
れ
ら
を
中
央

老
元
素

君
が

ま
と
め
た
と

く
も
の
で
あ
っ
て
、
三
十
九
の

が

立
し
た
理

由
と
し
て
は
よ
く
で
き
た
話
に
見
え
る
が
、
そ
も
そ
も
「
上
淸
三

十
九

皇
」
と
い
う
呼

自
體
が
他
の

に
見
え
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、
基
づ
く
と
こ
ろ
が
定
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
、

同
じ
序

の
な
か
で

く
整
合
性
の
な
い
二
つ
の

を
提
示
し
て

お
き
な
が
ら
、

圍
に
は
、
兩

に
整
合
性
を
も
た
せ
よ
う
と
す

る
言

が

く
見
ら
れ
な
い
點
は
理
解
に
苦
し
む
。

二
二

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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古
來
の
『
大
洞
眞
經
』
を
脈
々
と
受
け

ぐ
傳
統
が
實
際
に
存

在
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
傳
統
を
受
け

い
だ

が
序

に
不
自
然
な
記

を
竝
べ
、
經
典

立
の
經
緯
と
い
う
、
經
典

の
權
威
に
も
關
わ
る
と
り
わ
け
重

な
事

を

べ
る
に
あ
た
っ

て
、

ら
か
に
矛
盾
す
る

を
漫
然
と

記
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

二
十
三
代
宗
師
朱
自
英
に
よ
る
と
さ
れ
る
序

が
こ
う
し
た

容

で
あ
る
と
い
う
事
實
、
そ
し
て
傳
承
の
も
う
一
人
の
當
事

で
あ

る
蔣
宗
瑛
が

に
わ
た
っ
て
校
勘
し
た
と
さ
れ
る
一
方
で
、
こ

の
序

が

存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
實
は
、

公
端
の
後
序
に

言
う
よ
う
な
千
年
の
傳
統
な
ど
、
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を

に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二

�

經
�
と
�

�

『
上
淸
大
洞
眞
經
』

一
は
、「
誦
經
玉
訣
」
と
題
す
る
一

か

ら
始
ま
り
、「
誦
經
入
室
存
思
の
圖
」「
開
經
玄
蘊
呪
」
な
ど
、
經

典
を
讀
誦
す
る

の
儀
式
に
關
す
る

や
圖
が
竝
ん
で
い
る
。
當

然
、
こ
れ
ら
は
『
大
洞
眞
經
』
を
讀
誦
す
る

に
行
な
う
べ
き
儀

式
を
示
す
も
の
と
し
て
そ
こ
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
大

は
他
の
經
典
の
記

を
引
用
し
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ

て
、『
大
洞
眞
經
』
專
用
に
一
か
ら
考
案
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

一
部
に
は
、『
大
洞
眞
經
』
の

立
を
考
え
る
う
え
で
重

な
部

分
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
差
し
當
た
り

一
を
分
析

對

か
ら
外
し
て
お
く�５
）。

二
以
降
は
「
高
上

皇
君

經
第
一
」（
圖
１
�ａ
、
以
下
、
圖

表
は
四
〇
頁
以
降
を
參
照
）
か
ら
「
九
靈
眞
仙
母
靑
金
丹
皇
君

經
第
三
十
九
」
ま
で
、
神
の
名

を
冠
す
る
�

經
�
が
三
十
九

竝
ぶ
形
で
構

さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
�

經
�
は
、
あ
る
一
時

期
に
ま
と
め
て
記

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
ら
し
く
、

ら
か
に

複
數
の

素
か
ら

り
立
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
分
析
の
便
宜
の

た
め
に
、
圖
１
に
示
し
た
と
お
り
、「
高
上

皇
君

經
第
一
」

を

に
�ａ
か
ら
�ｋ
に
分

し
て

討
を
加
え
る
。

ま
ず
、�

經
�
の
名

�ａ
に
續
い
て
置
か
れ
る
、「
太
微
小
童

」（
�ｂ
〜
�ｅ
）
は
、
太
微
小
童
に
對
し
て
、
死
を
も
た
ら
す
死

氣
の
入
口
を
塞
ぐ
よ
う
に

る
言
葉
か
ら
始
ま
る
。

し
み
て
太
微
小
童
、
干
景

、
字
、
會
元
子
に

ふ
。
常

二
三

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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に
兆
の
舌
本
の
下
、
死

の
門
を
守
れ
。（

一
、
一
ａ
五
）

そ
の
後
、
太
微
小
童
の
吐
き
出
す
氣
が
修
行

の
身
體
を

み

み
、
修
行

の
血
液
と
な
っ
て
泥
丸
に
集
ま
る

子
を
存
思
す

る
こ
と
な
ど
が

か
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
他
の
上
淸
經
に
お
い
て
體

神
の
存
思
が
重

な

位
置
を
占
め
る
の
と
同

、『
大
洞
眞
經
』
に
お
い
て
も
�

�

の
部
分
に

か
れ
る
體

神
の
存
思
が
修
行
法
の
中
核
を
爲
す
と

考
え
ら
れ
て
き
た�６
）。
し
か
し
、
高
上

皇
君
と
太
微
小
童
と
の
關

係
を
は
じ
め
と
し
て
、�

經
�
の
名
に
冠
さ
れ
る
神
と
�

�

で

り
の
對

と
す
る
神
の
關
係
に
つ
い
て
『
上
淸
大
洞
眞
經
』

は
何
も
語
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
�

經
�
の

頭
に

�

�
が
置
か
れ
た
理
由
は
不

と
言
う
ほ
か
な
い
。
後

す
る

と
お
り
、
一
つ
の
�

�
で
複
數
の
神
に

る
場
合
が
あ
る
た
め
、

�

�
に
名
の
見
え
る
神
は
�

經
�
の
數
よ
り
は
る
か
に
多
い

六
十
位
を
數
え
、�

經
�
の
神
と
一
對
一
の
對
應
關
係
に
な
い

こ
と
も
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
圖
１
で
言
え
ば
、
�ａ
の
直
後

に
�ｂ
か
ら
始
ま
る
太
微
小
童
に
關
す
る
一

の
記

を
置
く
必
然

性
は
、

く
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
裏
附
け
る
よ
う
に
、『
大
洞
眞
經
』
に
、
元
々
は

�

�
の
部
分
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る

敦
煌

書
が
存
在
す
る
。
英
國
・
舊
イ
ン
ド
省
圖
書

が

藏
す

る
も
の
で
、
大
淵

爾
氏
が
『
大
洞
眞
經
』
の
一
部
で
あ
る
可
能

性
を
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る�７
）。

こ
の
寫
本
を
見
る
と
、「
高
上

皇
君

經
第
一
」
と
い
う
名
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
は
圖
１
�ａ
と

同
じ
だ
が
、
そ
の
直
後
に
「
大
洞
玉
經
曰
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、

圖
１
�ｆ
〜
�ｈ
に
相
當
す
る

容
が
、
�ｈ
の

後
の
一
句
「
俱
入

堂
會
」
を
除
い
て
そ
こ
に
見
え
る
。
寫
本
は
下
部
を
四
字
分
ほ
ど

缺
損
し
て
い
る
ら
し
い
が
、

字
が
確

で
き
る
と
こ
ろ
に
つ
い

て
は
、
大
淵
氏
も
指
摘
す
る
と
お
り
、

藏
本
と
ほ
と
ん
ど
異
同

は
無
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
敦
煌
寫
本
が
書
か
れ
た
時
期
に
は
、

�

經
�
に
�

�
の
部
分
を
含
ま
な
い
構

の
も
の
が
存
在
し

た
こ
と
が
確

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
當
時
に
こ
れ
が
『
大
洞

眞
經
』
と
呼
ば
れ
る

で
あ
っ
た
か
否
か
は
確
か
め
ら
れ
な
い

が
、�

�
の
部
分
が
、
本
來
の
構

素
で
は
な
い
可
能
性
を

く
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 二

四

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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な
お
、
圖
１
�ｋ
の
符
は
「
大
洞
太
微
小
童

玉
符
」
と
い
う

名
で
あ
っ
て
、

ら
か
に
太
微
小
童
に
關

し
て
お
り
、
�ｊ
に
記

さ
れ
た
符
の
書
き
方
と
用
い
方
に
は
�ｂ
〜
�ｅ
と

じ
合
う

容
が

見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、�

經
�
に
�ｂ
〜
�ｅ
の
部
分
が
含
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
當
時
に
は
、
�ｊ
�ｋ
の
部
分
も
含
ま
れ
て
い
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

む
ろ
ん
わ
ず
か
一
點
の
敦
煌
寫
本
の
み
に
よ
っ
て

定
す
る
こ

と
は
控
え
る
べ
き
だ
が
、
そ
も
そ
も
一
つ
の
�

經
�
に
一
つ
の

�

�
と
い
う
構

に
必
然
性
が
な
く
、�

經
�
と
�

�
の

神
々
相
互
の
關
係
が

確
で
な
い
と
い
う
事
實
は
、
こ
れ
ら
が
別

個
に
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

し
か
も
、
拙
稿
で
指
摘
し
た
と
お
り�８
）、�

�
に
名
の
見
え
る

神
々
は
、
他
の
複
數
の
上
淸
經
に

か
れ
る
神
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
ま
と
ま
り
の
ま
ま
、
寄
せ
集
め
の
よ
う
に
竝
ん
で
お
り
、
こ
れ

ら
の
神
々
を
列

す
る
こ
と
自
體
、
そ
の

が
、

ら
か
に
他
の

上
淸
經
よ
り
も
後
れ
て

立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、�

�
に
當
た
る
部
分
を
含
ま
な
い
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し

た
と
し
て
も
、
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

三

�

經
�
の
神

で
は
、�

經
�
に
冠
さ
れ
る
神
々
の
名
は
、
ど
こ
か
ら

か

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
三
十
九
位
の
神
號
は
表
１
Ａ
參
照
）。
ま
と

ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、『
五
老
寶
經
』
に
『
上
淸
大
洞
眞
經
』

と
ほ
ぼ
同
じ
神
號
が
見
ら
れ
る
が�９
）、

こ
れ
は
す
で
に
三
十
九
位
の

神
々
が
ま
と
ま
っ
た
後
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
『
九
天
太
眞

德
經
』
の
も
の
と
し
て

げ
て
い
る
點
は

目
さ
れ
る
も
の
の
、

立
に
關
す
る

報
は
得
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
神
號
を
題
に
冠
す

る
例
と
し
て
は
、
表
１
Ｂ
『
洞
眞
上
淸
神
州
七
轉
七
變
舞
天
經
』

の
�

�
の
呼

に
も
Ａ
と
共

點
が
見
ら
れ
る
が
、
一
致
す

る
數
が
限
定

で

列
順
に
も
相

が
見
ら
れ
る
た
め
、『
上
淸

大
洞
眞
經
』
が
こ
れ
に
基
づ
い
た
と
考
え
る
に
無
理
が
あ
る�10
）。
一

方
、
神
號
と
そ
の

列
順
に
お
い
て
、
よ
り
多
く
の
共

點
を
も

つ
例
を
『
無
上

』
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

眞
宮

靈
暉
府

右
は
太

九
素
金
華
景
元
君
の
居
る

。
二
五

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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（『
無
上

』

二
十
二
、
三
ａ
八
）

『
無
上

』「
三
界
宮
府
品
」
で
は
、
天
界
の
宮
殿
の
呼

な

ど
を
列

す
る
な
か
で
、
右
の
よ
う
に
宮
と
府
の
呼

を

げ
、

そ
こ
に
居
ま
す
神
の
名
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一

の

記

を
辿
っ
て
い
く
と
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
神
々
の
う
ち
十
八
位

の
神
が
、
表
１
Ｃ
に
示
し
た
と
お
り
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の

「

經
第
二
十
二
」
か
ら
「

經
第
三
十
九
」
に
冠
さ
れ
る
神
々

の
名
と
、
字
句
の
異
同
こ
そ
あ
れ
、
神
格
と
し
て
は
悉
く
一
致
し

て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
一
方
で
、
宮
や
府
に
關
す
る
記

は
『
上

淸
大
洞
眞
經
』
に
は
見
え
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の

報
源
は
、

ら
か
に
別
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

そ
の
出
典
に
關
し
て
は
、『
無
上

』
が
「『
洞
眞
經
』

び

『

迹
經
』『
眞
迹
經
』
に
出
づ
」
と
い
う
曖
昧
な
記

を
十
一
葉

ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
示
す
の
み
で
あ
る
か
ら
、

報
源
を
特
定

す
る
の
は
困

だ
が
、

藏
中
で
こ
れ
ら
の
記

に
對
應
す
る

容
を
も
つ
も
の
に
『
上
淸
元
始
變

寶
眞
上
經
九
靈
太
妙
龜
山
玄

�11
）』
が
あ
る
。
表
１
Ｄ
と
し
て
示
し
た
と
お
り
、
該
經
の

下
に

名
の
見
え
る
神
々
の
う
ち
、
十
五
番
目
か
ら
三
十
二
番
目
の
神
が
、

『
無
上

』
の
も
の
と
一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
神
々
の
居
處

に
關
す
る
記

も
基
本

な
一
致
を
見
る
の
で
あ
る
。

太

九
素
金
華
景
元
君
、
元
は
皇
靈
の
氣
、
形
長
九
千
萬
丈
。

（
中
略
）
金
華
景
元
君
の

を
修
行
す
る
に
、
當
に

至
の

日

び
太

の
日
を
以
て
室
に
入
る
べ
し
。
東
北
に
向
か
ひ

て
九

し
、
景
元
君
に

す
。
畢
ら
ば
、

た
北
に
向
か
ひ

て
叩

す
る
こ
と
三

。
景
元
君
の
四
時
に
隨
ふ
形
影
の
、

上
淸

眞
宮
、
靈
暉
府
、
天
權

、

里
に
在
り
、
眞
を

廻
し
下
に
映
じ
、
兆
の
頭
面
の
境
に
入
る
を
思
へ
。

（『
龜
山
玄

』

下
、
一
九
ａ
一
）

右
に
示
し
た
と
お
り
、
そ
の
神
が
元
々
ど
の
よ
う
な
氣
で
あ
っ

た
か
を

べ
た
う
え
で
、
中
略
部
分
に
お
い
て
は
、
そ
の
神
が
季

ご
と
に

を
變
え
る
こ
と
を

べ
る
。
そ
し
て
、
特
定
の
日
に
、

神
が
天
界
か
ら
修
行

の
身
體
に
下
降
し
て
く
る

子
を
存
思
す

る
こ
と
を

べ
る
の
が
、『
龜
山
玄

』
の
記

の
基
本

な
流

二
六

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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れ
で
あ
る
。『
龜
山
玄

』
で
は
、

上
と

下
に
お
い
て
、
七

十
四
位
の
神
々
に
つ
い
て
同

の
記

が
繰
り

さ
れ
る
が
、
こ

の
う
ち
、『
無
上

』

二
十
二
と
一
致
す
る
も
の
の
ほ
か
、

下
の
十
三
番
目
、
十
四
番
目
も
、
そ
れ
ぞ
れ
『
上
淸
大
洞
眞

經
』
の
「

經
第
二
十
」「

經
第
二
十
一
」
と
一
致
す
る
（
表

１
Ａ
・
Ｄ
）。
さ
ら
に
は
、
表
２
に
示
し
た
と
お
り
、
順
序
こ
そ

異
な
る
も
の
の
、

上
に
も
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
�

經
�
の

神
々
と
對
應
す
る
も
の
が
見
ら
れ
、

下
の
例
と
合
わ
せ
れ
ば
、

三
十
九
位
す
べ
て
に
つ
い
て
對
應
す
る
神
號
が
見
ら
れ
る
。
し
か

も
、
右
に
引
い
た
『
龜
山
玄

』
の

と
同

の
記

は
、

『
無
上

』
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

西
華
高
上

皇
君
、
元
は
上
皇
の
氣
、
諱
字�12
）、
形
長
六
千
萬

丈
。（
中
略
）
西
華
の

を
修
行
す
る
に
、
當
に
立
秋
の
日

を
以
て
室
に
入
る
べ
し
。
西
に
向
か
ひ
て
六

し
、

皇
君

に

す
。

た
北
に
向
か
ひ
て
叩

す
る
こ
と
九

。

皇

君
の
四
時
に
隨
ふ
形
景
の
、
玉
淸

光
宮
、
八
垣
府
、
西

、
極
微
里
の
中
に
在
り
、
眞
を

し
下
に
映
じ
、
兆
の
弗

の
後
門
に
入
る
を
思
へ
。

（『
無
上

』

九
十
七
、
一
七
ａ
四
）

『
無
上

』
に
は
、『
元
始
變

實
眞
上
經
』
を
出
典
と
す
る

右
例
の
ほ
か
、

九
十
三
に
も
『
洞
眞
元
始
變

上
經
』
を
出
典

と
す
る

似
の
記

が
あ
る
。
出
典
と
さ
れ
る
兩
經
の
名

に
共

す
る
「
元
始
」「
變

」「
上
經
」
の
六
字
が
、『
上
淸
元
始
變

寶
眞
上
經
九
靈
太
妙
龜
山
玄

』
に
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ら
兩
經
は
現
行
の
『
龜
山
玄

』
に
繫
が
る
も
の
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。
上
中
下
三

か
ら

る
現
行
本
『
龜
山
玄

』
は
、

上
と

下
は
記

が
同
系
統
で
あ
る
一
方
、

中
は

記

形
式
が

く
異
な
る
と
い
う
奇
妙
な
構

に
な
っ
て
お
り
、

そ
の

立
お
よ
び
構

に
つ
い
て
は

査
を

す
る
が
、
七
十
四

位
の
神
々
に
關
す
る
記

に
限
る
な
ら
ば
、『
無
上

』
が

ま
れ
た
段
階
で
、
現
行
本
『
龜
山
玄

』
に
見
え
る
よ
う
な
記

が
す
べ
て
揃
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

二
七

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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四

�

�
の
神

で
見
た
と
お
り
、『
龜
山
玄

』
は
、
神
々
が
修
行

の

身
體
に
降
っ
て
く
る

子
を
存
思
す
る
こ
と
を

く
。
そ
こ
で
、

神
が
降
り
立
つ
部
位
に

目
し
て
み
る
と
、
表
３
に
示
し
た
ご
と

く
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に
お
い
て
、
太
微
小
童
を
は
じ
め
と
す

る
神
々
に
そ
こ
を
守
護
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
死
氣
の
入
口
と

ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
例
え
ば
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
で
は
、
太

微
小
童
に
對
し
て
「
舌
本
の
下
」「
血
液
の
府
」
を
守
っ
て
く
れ

る
よ
う
に

る
こ
と
を

く
の
に
對
し
て
（
表
３
Ａ
）、『
龜
山
玄

』
は
、
高
上

皇
君
が
「
上
元
血
液
の
府
」
に
降
下
し
て
く
る

子
を
存
思
す
る
こ
と
を

く
の
で
あ
る
（
表
３
Ｂ
）。

つ
ま
り
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』

體
で
見
る
限
り
に
お
い
て
は

關
係
が

ら
か
で
な
か
っ
た
高
上

皇
君
と
太
微
小
童
が
、『
龜

山
玄

』
を
介
し
て
見
れ
ば
、「
血
液
の
府
」
と
い
う
部
位
を
接

點
に
し
て
關

を
有
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
太
微
小
童
を
は
じ
め
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』

の
�

�
に
名
の
見
え
る
神
々
に
關
す
る
記

は
、『
龜
山
玄

』

に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
『
無
上

』
に
目
を
轉
じ
て

み
る
と
、

九
十
七
に
收
め
る
「

神
飛

登
空
招
五
星
上
法
」

に
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に

似
す
る
記

を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
。た

思
ふ
ら
く
、
肝
中
四
眞
、
名
は
淸

君
、
字
は

輪
童

子
、
恒
に
我
が
肝
中
を
塡
め
、
我
が
胃
管
の

、
膏
膜
の
下

を
守
り
、
死
氣
を
固
塞
し
、
我
が
爲
に
靑

靑
水
玉
芝
を
降

す
。
因
り
て

星
の

光
を
存
し
、
口
も
て
引
き
て
之
を
嚥

む
こ
と
九
十

に
し
て
止
む
。

（『
無
上

』

九
十
七
、
一
ｂ
三
）

み
て
肝
中
四
眞
靑

君
、
字
、

輪
童
子
に

ふ
。
常
に

兆
の
胃

の

、
膏
膜
の
下
、
死

の
門
を
守
れ
。

（『
上
淸
大
洞
眞
經
』

三
、
一
九
ａ
五
）

兩

の
記

は
よ
く
似
て
お
り
、
別
個
に

立
し
た

で
な
い

こ
と
は

ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
は
、�

二
八

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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經
�
の
神
に
つ
い
て
は
『
龜
山
玄

』
と
共

點
を
有
す
る
一
方

（
表
１
Ａ
・
Ｄ
お
よ
び
表
２
）、�

�
の
神
に
つ
い
て
は
「
招
五
星

上
法
」
と
共

點
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
表
４
）。
し
た
が

っ
て
、

大
の
問
題
は
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
よ
う
な
構

の

も
の
が
ま
ず
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
二
系
統
に
分
か
れ
た
の
か
、
も

し
く
は
、�

經
�
の
神
と
�

�
の
神
と
は
別
々
に
考
え
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
兩

を
結
び
附
け
た

を
示
す
の
が
『
上

淸
大
洞
眞
經
』
な
の
か
と
い
う
點
に
な
る
だ
ろ
う
。

に
指
摘
し
た
と
お
り
、�

�
の
部
分
を
含
ま
な
い
形
式
の

敦
煌

書
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、�

�
の
部
分
は
後
か
ら
附

け
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
も
「
招
五
星
上
法
」
と

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
と
を
比
較
す
る
と
、

に
示
す
と
お
り
、「
招

五
星
上
法
」
の
方
が
よ
り
古
い
形
を
留
め
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、

こ
ち
ら
が
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の

報
源
と
な
っ
た
考
え
る
の
が

當
で
あ
る
。

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
第
十
八

の
神
と
、「
招
五
星
上
法
」
の
八

番
目
の
神
は
、
と
も
に
堅
玉
君
で
あ
る
が
（
表
４
）、「
招
五
星
上

法
」
に
お
い
て
は
そ
の
神
が
「
骨

二
眞
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
對

し
て
（
表
４
Ｂ
）、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
で
は
「
胃

二
眞
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
（
表
３
）。
こ
の
堅
玉
君
は
、
い
か
に
も
堅
そ
う
な

名
が
物
語
る
と
お
り
、
本
來
、
骨
に
宿
る
と
さ
れ
る
神
で
あ
る�13
）。

敦
煌

書
ペ
リ
オ
二
七
五
一
に
は

の
よ
う
に
あ
る
。

第
二
眞
法
。
辰
時
に
、
大
神
は
形
を
分
か
ち
て
盡
く
骨
中
に

在
り
。
號
し
て
堅
玉
君
と
曰
ふ
。
辰
時
に
、
手
を
兩
膝
上
に

接
し
、

を
閉
ざ
し
、
冥
目
し
、

に
堅
玉
君
の
入
り
て
一

身
の

百
骨
中
に
坐
す
を

る
。

骨
の
神
で
あ
っ
た
堅
玉
君
が
胃
と
結
び
附
け
ら
れ
た
經
緯
は
か

つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
た
め
詳
細
は
そ
ち
ら
に
讓
る
が�14
）、
堅
玉

君
を
胃
の
神
と
す
る
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の

は
、
そ
れ
を
骨
の

神
と
す
る
「
招
五
星
上
法
」
よ
り
も

ら
か
に
後
れ
て

立
し
た

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
よ
う
な
構

の
も
の
が
先
に
存
在
し
た
可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
で
は
、
一
つ
の
�

�
に
複
數

の
神
の
名
が
見
え
る
例
が
あ
り
、
第
三
十
七

に
至
っ
て
は
、
神

二
九

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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に
守
っ
て
も
ら
う
部
位
も
複
數
に
わ
た
る
と
い
う
不
自
然
な
構

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
（
表
３
Ａ
・
４
Ａ
）、
ま
ず
「
三
十
九
」
と

い
う
數
値
あ
り
き
で
構

し
始
め
た
後
に
、「
招
五
星
上
法
」
に

見
ら
れ
る

素
を
そ
の
枠
組
み
に
無
理
矢
理
ね
じ

ん
だ
こ
と
を

示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
方
の
�

經
�
の
神
に
つ
い
て
は
、
現

行
本
『
龜
山
玄

』
の
元
と
な
っ
た

と
『
上
淸
大
洞
眞
經
』

の
い
ず
れ
が

報
源
と
な
っ
た
か
を

定
す
る
材
料
は
十
分
と
は

言
え
な
い
。
た
だ
、�

經
�
の
神
は
�

�
の
神
よ
り
も
先
に

そ
の
枠
組
み
が
出
來
上
が
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
に
も
關
わ
ら

ず
、『
無
上

』
が
そ
れ
を
『
大
洞
眞
經
』
と
は
異
な
る

か
ら
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
、『
無
上

』
の

の
手
元
に

は
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
よ
う
な
構

の
『
大
洞
眞
經
』
が
存
在

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

五

�

經
�
と
�

�
の
結
合

『
龜
山
玄

』
に
お
い
て
、
神
が
修
行

の
身
體
に
降
っ
て
き

た
際
に
宿
る
部
位
と
、「
招
五
星
上
法
」
に
お
い
て
神
に
守
っ
て

も
ら
う
部
位
が
共

し
て
い
る
の
は
、
一
方
の

が

立
し
た
後
、

同
じ
部
位
に

く
別
の
神
々
を

り
當
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も

う
一
方
の

が

立
し
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
共

點
を
鍵
と
し
て

く
異
な

る
神
々
の
體
系
を
結
び
附
け
、
一
つ
の
�

經
�
の
中
に
一
つ
の

�

�
を
置
く
構

を
作
り
あ
げ
た
の
が
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
だ

と
言
え
る
。

た
だ
、

に
指
摘
し
た
と
お
り
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に
お
い

て
は
�

經
�
と
�

�
の
關
係
に
つ
い
て
の
言

は
見
ら
れ
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
兩

を

確
に
結
び
附
け
て

べ
る

が
存

在
す
る
。『
上
淸
太
上
玉
淸

書
滅

神
慧
高
玄
眞
經
』
が
そ
れ

で
あ
る
（
圖
２
）。

「
高
上

皇
君

經
」
を
讀
む
に
、
當
に
太
微
小
童
、
干
景

を
思
ふ
べ
し
。
眞
の

は
赤
色
煥
煥
た
り
て
、
兆
の
泥
丸

中
從
り
入
り
、
下
り
て
兆
の
身
、
舌
本
の
下
、
血
液
の
府
に

布
く
。（『
上
淸
太
上
玉
淸

書
滅

神
慧
高
玄
眞
經
』
八
ｂ
二
）

右
の
と
お
り
、『
高
玄
眞
經
』
で
は
、
ま
ず
、�

經
�
を
讀
む

三
〇

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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に
太
微
小
童
の
存
思
を
行
な
う
必

が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、

太
微
小
童
の
氣
が
「
舌
本
の
下
、
血
液
の
府
」
に
到

す
る

子

を
存
思
す
る
こ
と
を

く
（
圖
２
①
）。
そ
の
後
、
三
つ
の

（
圖
２
②
④
⑤
）
を
唱
え
る
こ
と
を

く
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の

は
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に
同
じ
順
序
で
竝
ん
で
お
り
（
圖
１
�ｃ
�ｇ

�ｈ�15
））、

圖
２
の
②
と
④
の

の

に
位
置
す
る
③
「
赤

を
引

く
こ
と
三
嚥
に
し
て
止
み
、
便
ち
經
を
讀
む
」
と
い
う
言
葉
が
見

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
で
は
『
大
洞
玉
經
』

の
韻

が
置
か
れ
て
い
る
（
圖
１
�ｆ
）。

『
高
玄
眞
經
』
で
は
、
同

の
記

が
第
八
葉
か
ら
第
三
十
六

葉
に
か
け
て
續
い
て
お
り
、
圖
２
①
と
同

に
、
三
十
九
す
べ
て

の
�

經
�
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
讀
む

に
存
思
す
べ
き
神
の
名

が

ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
ら
は
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に

當
て
は
め
れ
ば
、�

經
�
と
�

�
と
が
關

し
て
い
る
こ
と

ら
か
に
す
る
言
葉
に
見
え
る
が
、
後
發
の

は
先
發
の

よ
り

も
複

さ
を

す
と
い
う

謂
�
加
上

�
に
從
っ
て
讀
む
な
ら

ば
、
太
微
小
童
の
存
思
と
い
う
修
行
法
を
、
そ
れ
と
は
別
個
に

立
し
て
い
た
「
高
上

皇
君

經
」
に
、

圖

に
關

附
け
よ

う
と
す
る
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。『
高
玄
眞
經
』
は
、

三
十
九
の
�

經
�
に
對
す
る
こ
れ
ら
の
記

の
後
に
、『
無
上

』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を

記
し
て

を
引
い
て
い

る
か
ら
、�

經
�
と
�

�
と
を
結
び
附
け
よ
う
と
す
る
こ
れ

ら
一

の
記

は
、『
無
上

』

立
後
に
書
か
れ
た
可
能
性

が
高
い
の
で
あ
る�16
）。

『
高
玄
眞
經
』
の
記

の
流
れ
を
見
る
と
、
圖
２
③
の
と
こ
ろ

で
「
經
」、
す
な
わ
ち
『
高
上

皇
君

經
』
を
讀
む
こ
と
が

も
重

で
あ
っ
て
、
そ
の

後
で

を
唱
え
る
の
も
、
太
微
小

童
を
存
思
す
る
の
も
、
經
典
の
讀
誦
に
附
隨
す
る
手
順
に

ぎ
な

い
と
言
え
る
。
こ
れ
を
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に
當
て
は
め
る
と
、

『
大
洞
玉
經
』
と
題
す
る
韻

を
讀
む
と
こ
ろ
が

も
大
切
な
箇

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
素
直
に
考
え
れ
ば
、

こ
れ
こ
そ
が
讀
誦
す
べ
き
經
の
本
體
、『
大
洞
眞
經
』
の
中
核
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、『
大
洞
玉
經
』
と
題
す
る
韻

に

は
、
先
に

げ
た
堅
玉
君
を
は
じ
め
と
し
て
、�

�
に
名
の
見

え
る
神
々
に
關
す
る
言

が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
こ
う
し
た

容

を
も
つ
も
の
が
、
ま
ず

に

立
し
て
い
た
と
は
考
え

い
。

三
一

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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む
し
ろ
、
元
々
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
後
か
ら
組
み

入
れ
た
か
、
元
の
も
の
と
す
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
置

か
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で

は
、『
大
洞
玉
經
』
の
部
分
が
原

の
『
大
洞
眞
經
』
の

を
傳

え
て
い
る
か
否
か
の

は
留
保
し
て
お
く
。

六

『
無
上

』
以

の
『
大
洞
眞
經
』

宋
の
陳
景
元
が
『
上
淸
大
洞
眞
經
玉
訣

義
』
に
お
い
て

の

對

と
し
た
語
句
を
辿
っ
て
い
く
と
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
う

ち
、

一
の
一
部
と
、

末
の
「
徊
風
混
合

一

訣
」
を
除
い

て
、
ほ
ぼ

に
わ
た
っ
て
お
り
、
陳
景
元
の
時
代
に
は
、
現
行

本
に

い

の
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
が
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
陳
景
元
の
活
動
時
期
が
該
經

立
の
下
限
と
い
う

こ
と
に
な
る�17
）。

一
方
、
そ
の
上
限
を
定
め
る
の
は

料

な
制
約
が
あ
っ
て
極

め
て
困

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。『
雲
笈
七
籤
』

八

に
は
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に
見
ら
れ
る
事
項
に
つ
い
て
解
釋
し

た
「
釋
三
十
九

經
」
が
收

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
六

立

と
見
る
論
考
も
發
表
さ
れ
て
い
る�18
）。

も
し
、「
釋
三
十
九

經
」

が
六

の
も
の
で
あ
れ
ば
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
は
、
そ
れ
以

に

立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
考
え
る
の
に
は
無
理
が

あ
る
。高

上
の
洞
經
を
讀
む
こ
と

に
畢
ら
ば
、
乃
ち
口
づ
か
ら

し
て
曰
は
く
、「
三
藍
羅
、
波

臺
」。
此
れ
九
天
の

言
、

高
上
の

名
な
り
。

（『
雲
笈
七
籤
』

八
、
二
ａ
六
）

「
三
藍
羅
、
波

臺
」
は
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
で
は
「
天
上

」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
對
應
す
る
「
地
上
外

」
と

記
さ
れ
て
い
る
（
圖
１
�ｉ
）。「
釋
三
十
九

經
」
で
は
、
右
に
示

し
た
と
お
り
、
こ
れ
を
「
高
上
の

名
」、
す
な
わ
ち
高
上

皇

君
の

密
の
名
だ
と
解
釋
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
設
定
は
不
自

然
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

に
確

し
た
と
お
り
、「

經
」

の
神
は
、『
龜
山
玄

』
の
元
と
な
っ
た

を
そ
の

報
源
と

し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
神
の
諱
と
字
に

れ
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、

名
に
は
言

し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

三
二

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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高
上

皇
君
、
元
は
上
皇
の
氣
、
諱
は
幽

、
字
は
大
法

、

形
長
七
千
萬
丈
。

（『
龜
山
玄

』

上
、
二
三
ａ
一
）

し
か
も
『
龜
山
玄

』

上
で
は
右
の
よ
う
に
諱
と
字
が

字

で

示
さ
れ
る
一
方
、『
無
上

』

九
十
七

引
『
元
始
變

實
眞
上
經
』
で
は
、
そ
れ
ら
が

字
で
は
示
さ
れ
ず
、
こ
れ
に

對
應
す
る
『
龜
山
玄

』

下
に
至
っ
て
は
諱
字
に
關
す
る
記

す
ら
見
ら
れ
な
い�19
）。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「

經
」
の
神
の
諱

字
は
、
も
と
も
と
口
傳
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
る
と
い
う
設
定
で
あ

っ
た
も
の
が
、
後
に

字
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。

し
た
が
っ
て
、

に
「

名
」
が
諱
や
字
よ
り
も

匿
性
の
高

い
も
の
で
あ
っ
て
、『
龜
山
玄

』
お
よ
び
そ
の
元
と
な
っ
た

の
段
階
で
は

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
し
た
場
合
、

そ
れ
を
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
や
「
釋
三
十
九

經
」
の
よ
う
に
は

っ
き
り
と

字
に
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
諱
や
字
が

字
で
示

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
よ
り
も
さ
ら
に
後
の
こ
と
と

さ

れ
る�20
）。
つ
ま
り
、「
天
上

」
が
當

か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た

か
否
か
に
關
わ
ら
ず
、
そ
れ
を

字
で

確
に
示
し
て
い
る
「
釋

三
十
九

經
」
の

立
を
『
無
上

』
以

に
設
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に
含
ま
れ
る

容
が
、
六

時
代
に
『
大
洞
眞
經
』
の
も
の
と
し
て

わ
れ
て
い
た
例
が

く

無
い
わ
け
で
は
な
い
。『
眞

』

九
に
『
大
洞
眞
經
中

』
を

出
典
と
す
る
韻

が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
上
淸
大
洞
眞
經
』

の
「
玉
淸
太
和
王

」
と
題
す
る

と
基
本

に
一
致
す
る
も

の
で
あ
る�21
）。

『
眞

』

九

「
高
上
玉

君

經
第
三
」

玉
淸
太
和
王

曰
、

扶
晨
始
暉
生
、
紫
雲
映
玄
阿
。

扶
晨
始
暉
生
、
紫
雲
映
玄
阿
。

煥
洞
圓
光
蔚
、
晃

濯
耀
羅
。

煥
洞
圓
光
蔚
、
晃

濯
耀
羅
。

眇
眇
靈
景
元
、
森

空
淸
華
。

眇
眇
靈
景
元
、
森

空
靑
華
。

九
天

玉

、
金

煙

歌
。

九
天

玉

、
金

唱

歌
。

（
二
四
ｂ
九
）

賢
哉
對

、
役
召
伯
幽
車
。

七

解

根
、
世
世
爲
仙
家
。

三
三

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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（

二
、
七
ｂ
三
）

そ
の
一
方
で
『
眞

』
に
は
、
同
じ
く
「
大
洞
眞
經
」
の
四

字
を
冠
し
て
い
な
が
ら
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
と
は
似
て
も
似
つ

か
ぬ

も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

『
大
洞
眞
經

景
案

』
に
曰
は
く
、
臥
よ
り

つ
に
、

當
に

を
平
ら
か
に
し
て
正
坐
す
べ
し
。
先
ず
兩
手
を
叉
し
、

乃
ち
度
し
て
項
の
後
ろ
を
掩
ふ
。
因
り
て
面
を
仰
ぎ
て
上
を

、
項
を

げ
、
項
を
し
て
兩
手
と

は
し
む
。
之
を
爲
す

こ
と
三
四
に
し
て
止
む
。
人
の

を
し
て
和
せ
し
め
、
血
を

し
て

ぜ
し
め
、
風
氣
を
し
て
入
ら
ざ
ら
し
む
。

（

九
、
三
ｂ
一
）

こ
の
ほ
か
、

十
に
引
か
れ
る
『
大
洞
眞
經
高
上

遏

大

上
法
』
も
、

險
な

を

る
際
に

を

け
る
方
法
を

く

も
の
で
あ
っ
て
、
一
萬
回
の
讀
誦
と
は
お
よ
そ
無
關
係
な

を
見

せ
て
い
る
。

頭
で
も

べ
た
と
お
り
、『
大
洞
眞
經
』
が
上
淸
經
の
な
か

で
特
別
な
存
在
で
あ
る
と
い
う

識
が
廣
ま
っ
た
大
き
な

因
と

し
て
、『
眞

』
に
『
大
洞
眞
經
』
を
重

す
る
言
葉
が
見
ら
れ

る
こ
と
が

げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
眞

』

五
の
「

授
」

と
題
す
る
經
典
目

に
『
大
洞
眞
經
』
の
名
が
見
え
、
そ
れ
が
、

「
在
世
」
と
さ
れ
る
わ
ず
か
七
點
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
、『
大
洞

眞
經
』
が
他
の
上
淸
經
よ
り
も
早
い
時
期
に

立
し
て
い
た
重

な
經
典
で
あ
る
こ
と
を
示
す
證
左
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「

授
」
に
お
い
て
『
大
洞
眞
經
』
が
提
示

さ
れ
る
の
は
、

の
經
典
と
し
て
『
八
素
眞
經
』
な
ど
十
數
點
が

列

さ
れ
、

い
で
仙

の
經
典
が

げ
ら
れ
る
な
か
の
三
番
目

に

ぎ
ず
、

出
し
た
地
位
が
與
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
右
に
示
し
た
と
お
り
、
讀
誦
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
『
大
洞
眞
經
』
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、『
眞

』
の
頃
に
そ
れ
を
「
至
經
」
と

價
す
る

が
存

在
し
た
の
は
事
實
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
以
て
、
經
典
の
讀
誦
に
よ

る
昇
仙
と
い
う

張
に
沿
っ
た

容
を
も
ち
、
な
お
か
つ
『
大
洞

眞
經
三
十
九

』
と
呼

さ
れ
る

が
實
體
を
も
っ
て
存
在
し

三
四

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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て
い
た
と
考
え
る
の
は
早
計
の
譏
り
を

れ
な
い
。

『
無
上

』
が

ま
れ
た
時
期
に
お
い
て
も
、
事

は
さ
ほ

ど
變
わ
ら
な
い
。『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に
見
ら
れ
る

素
を
『
無

上

』
に
求
め
る
と
、

の
と
お
り
、『
龜
山
玄

』
の
元

と
な
っ
た

と
、「
招
五
星
上
法
」
と
し
て
引
か
れ
る

に

行
き
着
く
の
だ
が
、

に
『
無
上

』
に
お
い
て
『
大
洞
眞

經
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が

記
さ
れ
る
十
數
例
に
つ
い
て

見
る
と
、
そ
の
い
ず
れ
も
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に
は
對
應
す
る
箇

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
頃
も
や
は
り
、『
上
淸

大
洞
眞
經
』
に
は
繫
が
ら
な
い
、
複
數
の
『
大
洞
眞
經
』
が
存
在

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、『
大
洞
眞
經
』
か
ら
の

引
用
と
さ
れ
る

容
が
、

藏

收
の
別
の

、『
上
淸
高

太
上
大

君
洞
眞
金
元
八
景
玉

』
に
見
ら
れ
る
例
が
二
例
存
在

す
る
點
は
興
味
深
い
が�22
）、

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
會
に
論
じ
た

い
。

結

語

上
淸
經
の
經
典
群
が
整
備
さ
れ
、『
大
洞
眞
經
』
を

上
位
に

据
え
る
考
え
が
固
定

さ
れ
て
い
く
な
か
で
、

上
位
に
位
置
す

る
に
相
應
し
い
經
典
が
必

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
想

像
に

く
な
い
。
そ
う
し
た
時
期
に
、
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
も

の
が
失
わ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
は
じ
め
か
ら
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
の
か
は
知
る
由
も
無
い
が
、
新
た
に
經
典
を
作
る
こ
と

で
『
大
洞
眞
經
』
を
實
在
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
の
は

事
實
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
試
み
が
、
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
か
を

特
定
す
る
の
は

し
い
が
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に
つ
い
て
言
う

な
ら
ば
、
そ
の
複

な

素
が
現
在
の
よ
う
な
形
に
構

さ
れ
た

時
期
は
、『
無
上

』
が

ま
れ
た
時
期
よ
り
後
と
考
え
る
の

が

當
で
あ
る
。

に
指
摘
し
た
と
お
り
、
組
み

ま
れ
た

素

な
か
に
は
『
眞

』
に
見
ら
れ
る

容
も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、

そ
の
分
量
た
る
や
微
々
た
る
も
の
に

ぎ
ず
、
し
か
も
經
の
骨
格

と
は
言
い

い
部
分
に
對
應
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
例
の

存
在
を
以
て
、
昇
仙
を
目
指
し
て
讀
誦
さ
れ
て
い
た

容
の
痕
跡

を
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
中
に

め
得
る
と
す
る
こ
と
に
も
躊
躇

を
覺
え
る
。

三
五

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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『
上
淸
大
洞
眞
經
』
は
、
上
淸
經
の

を
で
き
る
だ
け
詰
め

む
こ
と
に
よ
っ
て
權
威
附
け
を
圖
っ
た
わ
け
だ
が
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
複

な

容
を
も
っ
た
が
た
め
に
、
却
っ
て
他
經
よ
り
も

後
れ
て

立
し
た
こ
と
を
露

す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う

し
た
權
威
附
け
を
必

と
し
た
と
い
う
事
實
こ
そ
、
こ
の
經
を

ん
だ

た
ち
の

邊
に
、

對

な
位
置
に
君
臨
す
る
經
典
が
傳

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

註�１
）
『
大
洞
眞
經
』
に
關
す
る
專
論
の

な
も
の
と
し
て
以
下
の
三

點
を

げ
て
お
く
。Isa

b
elle R

o
b
in

et
�L

e
 
T
a
-T

u
n
g

 
C
h
en

-C
h
in
g

｜S
o
n
 
a
u
th
en

ticite�
et
 
sa
 
p
la
ce
 
d
a
n
s
 
les

 
textes

 
d
u
 
S
h
a
n
g
-ch

’in
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ch
in
g

�（�T
a
n
tric

 
a
n
d
 
T
a
o
ist

 
S
tu
d
ies

 
in
 
H
o
n
o
u
r
 
o
f
 
R
.
A
.
S
tein

�V
o
lu

m
e T

w
o
,

E
d
ited b

y M
ich

el S
trick

m
a
n
n

（P
u
b
lie�

a
v
ec l’a

id
e

 
fina

ncie�re d
u M

in
iste�re d

e l’E �
d
uca

tio
n N

a
tio

n
ale et

 
d
e la C

u
ltu

re F
ran

ça
ise,

1983

）。
麥
谷

夫
「『
大
洞
眞
經

三
十
九

』
を
め
ぐ
っ
て
」（
吉
川
忠
夫

『
中
國
古

敎
史

究
』
同

出
版
、
一
九
九
二
年
）。
張
超
然
「�
大
洞
眞
經
�

實

與
發
展
」（『
系

、
敎
法

其
整
合：

東
晉
南

敎
上
淸

經
派

基
礎

究
』
第
八

、
國
立
政
治
大
學
中
國

學
系
博
士

學
位
論

、
二
〇
〇
八
年
）。

（
２
）

こ
の
一
段
は
、『
上
淸
大
洞
眞
經
玉
訣

義
』
に
お
い
て
「

經
第
三
十
九
」
に
對
す
る

の
直
後
に
置
か
れ
る
。
一
見
、
後
序

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
一
二
ｂ
二
の
「

按
『
靑

紫
書
金
根

經
』」
以
下
は
、

頭
に
置
か
れ
る
叙
の
一
ｂ
六
以
下
に
ほ
ぼ
同

じ

が
見
え
て
お
り
、

集
上
の
混

が
あ
る
こ
と
は

ら
か

で
あ
る
。
陳
景
元
と
は
異
な
る
人
物
が
書
き

ん
だ

記
が
混
入

し
た
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
３
）

本
稿
に
お
い
て
、「
上
淸
」
の
語
を
冠
し
て
『
上
淸
大
洞
眞
經
』

と
呼

す
る
場
合
は
、
專
ら

藏
洞
眞
部

收
の
六

本
を
指
す

こ
と
と
し
、
該
經
に
つ
い
て
は
常
に
こ
の
六
字
の
名
で
呼

す
る
。

他
の

に
つ
い
て
は
特
に

る
こ
と
な
く
、

宜
、
略

を
使

用
す
る
。

（
４
）
�T

h
e T

a
o
ist C

a
n
o
n
:
A
 
H
isto

rica
l C

o
m
p
a
n
io
n
 
to
 
th
e

 
D
a
o
za
n
g

�E
d
ited b

y K
risto

fer S
ch

ip
p
er a

n
d F

ra
n
-

ciscu
s V

erellen

（T
h
e U

n
iv

ersity o
f C

h
ica

g
o P

ress,

2004

）

收
の
Ｉ
・
ロ
ビ
ネ
氏
に
よ
る
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
解

題
を
參
照
。
拙
稿
「『
五
老
寶
經
』
小
考
」（
麥
谷

夫

『
三
敎

交

論
叢
』、

氣
社
、
二
〇
〇
五
年
）
に
お
い
て
も
序

と
兩

經
と
の
關
係
に
言

し
た
。

（
５
）

�１
）

張
論

は
、「�
上
淸
大
洞
眞
經
�

一
�
誦
經
玉

訣
�

儀
式
結
構
與
來
源
」
と
題
す
る
表
に
、
他
の

典
と
の
對

應
關
係
を

査
し
た
結
果
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、

一
の
う
ち
、

三
六

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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「
大
洞
滅

神
慧
玉
淸

書
」
と
題
す
る
九
十
四
句
か
ら

る
韻

と
そ
の
後
に
置
か
れ
る
百
二
十
字
ほ
ど
の

に
つ
い
て
は
、

陳
景
元
が
『
上
淸
大
洞
眞
經
玉
訣

義
』
で

釋
の
對

と
し
て

い
る
。

（
６
）
『
雲
笈
七
籤
』
が
「
存
大
洞
眞
經
三
十
九
眞
法
」
と
題
し
て

四
十
二
に
收

す
る

も
、
太
微
小
童
を
は
じ
め
と
す
る
體

神
の
存
思
を

く
も
の
で
あ
る
。
こ
の

は
、
後

す
る
『
上

淸
太
上
玉
淸

書
滅

神
慧
高
玄
眞
經
』
に
基
づ
く
と
見
ら
れ
る

か
ら
、
ま
ず
『
高
玄
眞
經
』
を
分
析
し
た
う
え
で

討
す
る
必

が
あ
る
。
な
お
、
金
志
玄
「『
大
洞
眞
經
』
の
實
修
に
お
け
る
身

體
｜
『
雲
笈
七
籤
』「
釋
三
十
九

經
」
を
踏
ま
え
て
」（『
東
方

宗
敎
』
第
一
〇
七
號
、
二
〇
〇
六
年
）
は
、「
體

神
の
存
思
と

い
う
側
面
と
共
に
、
天
界
の
存
思
と
い
う
側
面
に
も

目
し
て
、

は
じ
め
て
そ
の
窮
極
性
が
理
解
さ
れ
る
」
と

べ
、�

�
の
部

分
に

か
れ
る
體

神
の
存
思
と
、�

經
�
の
神
に
關
す
る
存

思
を
總
合
し
て
捉
え
る
べ
き
と
す
る
。

（
７
）
『
敦
煌

經
』
圖

三
五
五
頁
に
畫
像
が
あ
る
。
目

一

七
三
頁
に
お
い
て
、
大
淵
氏
は
、
寫
本
の
う
ち
「
三
十
九

の
部

分
」
の

に
置
か
れ
る

が
「

似
す
る

は
存
し
な
い
」
も

の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、

に
引
用
さ
れ
る

を

討
し
た
結
果
と
し
て
、「
南
北

或
は

頃
の
大
洞
眞

經
」
に
「

或
は
呪
の
形
式
に
よ
っ
て
構

さ
れ
て
い
る
三
十
九

の
外
に
、

段
或
は

後
に
地
の

そ
の
他
の
存
し
た
こ
と
は
、

…

か
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、「
本
鈔
本
の
中
の

と
も

す

べ
き
部
分
の

は
、
三
十
九

の
讀
法
に
つ
い
て
の
科
儀

記

で
あ
り
、
此
等

體
が

代
（
本
鈔
本
の
寫

年
代
は
七
世
紀

後

か
ら
八
世
紀

め
頃
と
思
わ
れ
る
）
の
大
洞
眞
經
の
一
部
を

形

し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
大

な
い
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
づ

け
て
い
る
。（
福
武
書
店
、
目

一
九
七
八
年
、
圖

一
九

七
九
年
）

（
８
）

拙
稿
「
上
淸
經
の
構

に
つ
い
て
｜
經
典
分
析
の
試
み
」（『
東

方
宗
敎
』
第
一
一
三
號
、
二
〇
〇
九
年
）
參
照
。

（
９
）
『
洞
眞
高
上
玉

大
洞
雌
一
玉

五
老
寶
經
』
一
七
ｂ
七
。
な

お
、『
五
老
寶
經
』「
大

雌
一

君
變

雌
雄
之

」
に
は
、

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
�

�
で

り
の
對

と
さ
れ
る
神
々
が

十
四
位
見
ら
れ
る
一
方
、
そ
の
枠
組
み
が
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
と

は
異
な
っ
て
い
る
。

�４
）

拙
稿
參
照
。

（
10
）
『
神
州
七
轉
七
變
舞
天
經
』
に
見
え
る
十
四
の
�

�
の
う

ち
、
第
五

に
相
當
す
る

容
が
『
無
上

』

九
十
七
、
一

六
ａ
九
に
引
か
れ
る
。

（
11
）

砂
山
稔
「『
上
淸
變

七
十
四
方
經
』
と
『
上
淸
經
』
｜
『
上

淸
衆
經

眞

』
と
『
太
平
御

』
の
引
用
を
軸
と
し
て
｜
」

（
岩
手
大
學
人

社
會
科
學
部
紀

『
ア
ル
テ
ス
・
リ
ベ
ラ
レ
ス
』

第
九
十
五
號
、
二
〇
一
五
年
）
は
、『
龜
山
玄

』
が
『

藏
闕

經
目

』
に
名
の
見
え
る
『
七
十
四
方
經
』
と
密
接
な
關
係
が
あ

る
と
指
摘
す
る
。

三
七

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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（
12
）

諱
と
字
は
口
訣
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

字
と
し
て
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
現
行
本
『
龜
山
玄

』
で
は
、

上
は
神
の
諱
と
字
を

ら
か
に
す
る
一
方
、

下
に
は
そ
れ
に

關
す
る
記

が
な
い
。

（
13
）
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
第
二
十
六

の
「
大
洞
玉
經
」
と
題
す
る

韻

に
「
左
有
堅
玉
君
」
と
い
う
句
が
有
る
。
そ
こ
に
附
さ
れ
た

小
字

に
は
「
骨
神
」
と
あ
っ
て
堅
玉
君
を
胃
の
神
と
す
る
第
十

八

と
齟
齬
し
て
い
る
こ
と
も
、
堅
玉
君
は
骨
の
神
で
あ
る
と
い

う

識
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
14
）

ペ
リ
オ
二
七
五
一
と
密
接
な
關
係
を
も
つ

に

藏
正
一
部

『
上
淸
太
上

君
九
眞
中
經
』
が
あ
り
、
そ
こ
で
も
、「
第
一
眞

法
」
か
ら
「
第
九
眞
法
」
ま
で
、
同

の
記

を
繰
り

し
て
、

神
々
が
修
行

の
身
體
各
部
に
宿
る

子
を
存
思
す
る
こ
と
を

く
。
そ
の
存
思
法
で
は
、
例
え
ば
、「
第
一
眞
法
」
に
「
天

君

の
坐
し
て
心
中
に
在
る
を
存
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
敦
煌
本
と
同

、
神
の

在
を
直
接

に

べ
て
い
る
が
、「
第
二
眞
法
」
の

み
敦
煌
本
と
は
大
き
く
異
な
り
、「
堅
玉
君
、
字
凝
羽
珠
の
入
り

て
喉
下
胃
管
の
中
に
坐
し
、
白
氣
に

し
て
以
て

百
骨

の
中

に
入
る
を
存
す
」
と
、
神
が
胃
を
經
由
す
る
こ
と
を

べ
て
い
る
。

詳
し
く
は
、

八

拙
稿
參
照
。

（
15
）

三
十
九
の
�

經
�
を

す
る
と
、
�ｇ
�ｈ
の
位
置
に

が

二

置
か
れ
る
も
の
と
、
一

の
み
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
。

そ
の
ほ
と
ん
ど
の
題
に
は
「
玉
淸
」
の
語
を
含
む
神
號
が
冠
さ
れ

て
お
り
、「
高
上
神

玉
淸
王

」
と
題
す
る
も
の
が

も
多
い
。

一
方
で
、「
玉
淸
」
の
語
を
含
ま
な
い
「
上
淸
紫
元
王
」
と
い
う

神
號
も
見
ら
れ
る
。

（
16
）
『
無
上

』

四
十
二
に
出
づ
る
も
の
と
し
て
引
か
れ
る
一

段
に
は
、「
大
洞
玉
淸

は
九
天
の
上

、
出
づ
る
こ
と
高
上

の
口
訣
自
り
す
。

を
解
き
怨
を
散
じ
、『
大
洞
眞
經
三
十
九

』

の
理
は
此
に
極
ま
る
。」（
三
六
ａ
九
）
と

べ
ら
れ
て
お
り
、

『
大
洞
眞
經
三
十
九

』
に
「
大
洞
玉
淸

」
を
結
び
つ
け
よ

う
と
す
る

圖
が
見
て
取
れ
る
。
な
お
、
こ
の
一

は
現
行
の

『
無
上

』
で
は
『
洞
眞
玉
淸

書
經
』
を
出
典
と
し
て
、

四
十
三
に
見
え
る
（
一
四
ｂ
六
）。

（
17
）

浦
山
あ
ゆ
み
「
陳
景
元
の

｜
『
南
華
眞
經

句

義
』
と

『
上
淸
大
洞
眞
經
玉
訣

義
』
に
つ
い
て
｜
（『
大
谷
大
學

究
年

報
』
第
六
十
集
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、
陳
景
元
が
『
玉
訣

義
』

を

し
た
の
は
、
彼
が
茅
山
に

っ
た
一
〇
八
三
年
か
ら

し
た

一
〇
九
四
年
の

だ
と
推
定
し
て
い
る
。

（
18
）

�６
）

金
論

は
、
陳
景
元
が
『
玉
訣

義
』
に
引
く

『

君
玉

』
と
「
釋
三
十
九

經
」
と
の

に
共

點
が
見
ら

れ
る
こ
と
な
ど
を
根
據
と
し
て
、「
釋
三
十
九

經
」
は
、
六
世

紀

に
は

立
し
て
い
た
『

君
玉

』
か
ら

き
書
き
し
て

作
ら
れ
た
と
推
定
す
る
。
し
か
し
、
陳
景
元
が
引
く
の
は
わ
ず
か

十
一
例
に

ぎ
ず
、「
釋
三
十
九

經
」
と
は
表
現
等
が
異
な
る

箇

も
あ
る
。『
玉
訣

義
』
と
「
釋
三
十
九

經
」
が
と
も
に

三
八

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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『

君
玉

』
を
參
照
し
た
の
は
事
實
で
あ
ろ
う
が
、
陳
景
元
は

そ
の
出
處
を

示
し
た
の
に
對
し
、「
釋
三
十
九

經
」
の

は
そ
れ
を

示
せ
ず
に
引
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、「
釋
三
十
九

經
」
に
は
後
世
の

報
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

（
19
）

�12
）參
照
。

（
20
）
「
天
上

」
が
、『
大
洞
眞
經
』
に
關

す
る
經
典
や

書
を

除
け
ば
、
他
の

に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
後
出
の
傍

證
と
な
ろ
う
。「
天
上

」
に
つ
い
て
は
、『
上
淸
高
上
金
玄
羽

玉
淸

書
經
』「
玉
淸

大
王
金
玄
百
神

呪

」
に
そ

の
略

ら
し
き
言
葉
や
、

似
す
る
言
葉

い
が
見
え
る
。『
大

洞
眞
經
』
と
『
玉
淸

書
』
と
の
關
係
を
考
え
る
な
か
で

考
す

べ
き
問
題
で
あ
る
。

（
21
）
『
洞
眞
太
一

君
太
丹

書
洞
眞
玄
經
』
に
も
『
大
洞
眞
經
中

』（
一
一
ａ
三
）
と
い
う
書
名
が
見
え
、
そ
こ
に
引
か
れ
る
六

字
八
句
、
計
四
十
八
字
の
韻

が
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』「
晨
中
皇

景
元
君

經
第
二
十
九
」
の
「
高
上

玉
淸
王

」
の
一
部
と

一
致
す
る
。

（
22
）

こ
の
こ
と
を

に
指
摘
し
た
の
は
、Jo

h
n L

a
gerw

ey

�W
u
-sh

a
n
g
 
P
i-ya

o

�（E �
co

le F
ra

n
ça

ise d
’E

x
tre�

m
e-

O
rien

t,
1981

）
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

藏
本
は
『
八
景
玉

』
に

作
る
が
、

容
か
ら
見
て
「
玉

」
と
す
る
の
が

當
で
あ
ろ
う
。

�１
）

ロ
ビ
ネ
論

も
『
八
景
玉

』
に

目
し
て
い
る
。

三
九

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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圖
１

圖
２

四
〇

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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表
１

Ａ
『
上
淸
大
洞
眞
經
』

Ｂ
『
神
州
七
轉
七
變
舞
天
經
』

�

經
�
に
見
え
る
神
號

�

�
の
呼

01

高
上

皇
君

高
上
元
始
玉
皇

第
一

02

上
皇
玉

君

九
天
太
眞

第
二

03

皇
上
玉

君

上
皇
玉

君

第
三

04

上
皇
先
生
紫
晨
君

皇
上
玉

第
四

05

太
微
天

君

太
上
大

君
�

�

第
五

Ｄ
『
上
淸
元
始
變

寶
眞
上
經
九
靈

06

三
元
紫

君

三
元
紫

君

第
六

太
妙
龜
山
玄

』

下

07

眞
陽
元
老
玄
一
君

眞
陽
元
老
玄
一
君

第
七

に
見
え
る
神
號

08

上
元
太
素
三
元
君

靑
靈
陽
安
君

第
八

1

北
玄
高
上

皇
君

09

上
淸
紫

三
素
君

皇
淸
洞
眞
君

第
九

2

南
朱
高
上

皇
君

10

靑
靈
陽
安
元
君

皇

紫
元
君

第
十

3

西
華
高
上

皇
君

11

皇
淸
洞
眞

君

英
中
眞
上
老
君

第
十
一

4

東

高
上

皇
君

12

高
上
太
素
君

中
央

老
君

第
十
二

5

中
元
中

皇
君

13

皇
上
四
老

中
君

高
上
太
素
君

第
十
三

6

五
靈
七

混
生
高
上
君

14

玉
晨
太
上
大

君

太
陽
君

第
十
四

7

三
元

上
玄
老

皇
元
辰
君

15

太
淸
大

君

8

玄
寂
九
元
上

皇
君

16

太
極
大

元
景
君

9

太

靈
輝
中
眞

上
君

17

皇

紫
靈
元
君

10

三
元
四
極
玄
上

皇
元
靈
君

18

無
英
中
眞
上
老
君

Ｃ
『
無
上

』

二
二
に
見
え
る

11

三
元
晨
中

景

皇
元
臺
君

19

中
央

老
君

神
號
と
居
處

12

三
元
紫
映
暉
神

生

眞
元
胎
君

20

靑

上
眞

景
君

13

靑

上
眞

景
君

21

太
陽
九

玉
賢
元
君

14

太
陽
九
氣
玉
賢
元
君

22

太

九
素
金
華
景
元
君

太

九
素
金
華
景
元
君

眞
宮

靈
暉
府

15

太

九
素
金
華
景
元
君

23

九
皇
上
眞
司
命

君

九
皇
上
眞
司
命
君

紫
耀
宮

七
寶
府

16

九
皇
上
眞
司
命
君

24

太
皇
上
眞
玉
華
三
元
君

天
皇
上
眞
玉
華
三
元
君

妙
宮

定
微
府

17

天
皇
上
眞
玉
華
三
元
君

25

太
一
上
元
禁
君

太
一
上
元
禁
君

天
皇
宮

玉

府

18

太
一
上
元
禁
君

26

元
靈

眞
晨
君

元

皇

眞
晨
君

金
華
宮

紫
生
府

19

元

眞
晨
君

27

太
極

四
眞
人
元
君

太
極
四
眞
人
元
君

四

宮

八

府

20

太
極

四
眞
人
元
君

28

四
斗
中
眞
七
晨
散
華
君

四
斗
中
眞
玉
晨
散
華
君

華
晨
宮

魁
元
府

21

四
斗
中
眞
七
晨
散
華
君

29

晨
中
皇
景
元
君

辰
中

景
元
君

七
靈
宮

機
玄
府

22

晨
中

景
元
君

30

金
闕
後

太
平
李
眞
天

上
景
君

後

太
平
李
眞
天

上
景
君

金
闕
宮

玉
眞
府

23

金
闕
後

太
平
李
眞
天

上
景
君

四
一

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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31

太

後

元
景
彭
室
眞
君

太

後

影
彭
室
眞
君

量
宮

玄
闕
府

24

太

後

無
景
彭
室
眞
君

32

太
玄

九

丈
人

仙
君

太
玄

九
氣
丈
人

仙
君

太
玄
宮

玉
堂
府

25

太
玄

九

丈
人

仙
君

33

洞
淸
八
景
九
玄
老
君

上
淸
八
景
老
君

淸

宮

洞
淸
府

26

上
淸
八
景
老
君

34

東
華
方

宮
高
晨
師
玉
保
王
靑
童
君

高
晨
師
王
靑
童
君

方

宮

靑
元
府

27

東
華
方

宮
高
晨
師
玉
保
王
靑
童
君

35

扶
桑
大

九
老
仙
皇
君

扶
桑
大

九
老
仙
皇
君

淸
元
宮

谷
府

28

扶
桑
大

九
老
仙
皇
君

36

小
有
玉
眞
萬
華
先
生

圖
玉
君

小
有
玉
眞
萬
華
先
生

圖
玉
君

金
靈
宮

氣
府

29

小
有
玉
眞
萬
華
先
生

圖
玉
君

37

玄
洲
二
十
九
眞
伯
上

司
禁
君

玄
洲
二
十
七
眞
伯
上

司
禁
君

司
空
宮

仙

府

30

玄
州
二
十
九
眞
伯
上

司
禁
君

38

太
元
晨
中
君
峨
眉
洞
室
玉

太
素
君

太
元
晨
中
君

玄
洞
宮

太
生
府

31

太

晨
中
君

39

九
靈
眞
仙
母
靑
金
丹
皇
君

龜
山
九
靈
眞
仙
母

寶
素
宮

九
玄
府

32

龜
山
九
靈
眞
仙
母

33

東
方
上
始
少
陽
靑

君

34

南
方

陽

陰
赤

君

35

西
方
少
陰
西
金
白

君

36

北
方

陰
太
陽
黑

君

37

中
央
總
靈
高
皇

君

表
２
『
上
淸
元
始
變

寶
眞
上
經
九
靈
太
妙
龜
山
玄

』

上
に
見
え
る
神
號

ゴ
シ
ッ
ク
體
の
數
字
は
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
�

經
�

25

太
微
大

君

5

1

元
始
皇
上
丈
人

13

三
元
太

上
皇
君

26

靑
靈
陽
安
君

10

2

高
靈
九
天
王

14

皇
上
萬
始
先
生

27

上
元
太
素
三
元
君

8

3

玉
眞
九
天
丈
人

15

上
皇
先
生
紫
晨
君

4

28

高
上
太
素
君

12

4

根
九
天
元
父

16

紫

皇
上
太

君

29

上
淸
紫

三
素
君

9

5

極
九
天
玄
母

17

紫

皇
老
上

君

30

皇
淸
洞
眞
君

11

6

皇
老
三
天
丈
人

18

玄

太
眞
洞
景
君

31

皇
上
四
老

中
君

13

7

上
三
天
玉
童

19

皇
上
玉

3

32

玉
晨
太
上
大

君

14

8

高
上
玉
寶
九

丈
人

20

太
素
高

上
極
紫
皇
君

33

中
央

老
君

19

9

上
靈
紫
映
九

眞
王

21

紫

中
元
高
亭
君

34

太
極
大

元
景
君

16

10

高
上

皇
君

1

22

紫

玉
皇
先
生
紫
晨
君

35

太
淸
大

君

15

11

紫

高
上
元
皇

君

23

紫

三
元
紫

元
君

36

皇

紫
元
君

17

12

上
皇
玉

君

2

24

眞
陽
九
老
玄
一
君

７

37

英
中
眞
上
老
君

18

四
二

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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表
３

Ａ
『
上
淸
大
洞
眞
經
』

Ｂ
『
上
淸
元
始
變

寶
眞
上
經
九
靈
太
妙
龜
山
玄

』

題

部
位

部
位

神
號

１

太
微
小
童

舌
本
之
下
血
液
之
府

上
元
血
液
之
府

高
上

皇
君

上
10

２

太
一

神

玉
枕
之
下
泥
丸
後

泥
丸
後
門
之
中

上
皇
玉

君

上
12

３

玉

君

兩
眉
中

紫

外
宮

兩
眉
中

皇
上
玉

上
19

４

左
無
英
公
子

左
腋
之
下
肝
之
後

肝
之
上
門

上
皇
先
生
紫
晨
君

上
15

５

右
白
元

神

右
腋
之
下
肺
之
後

右
腋
下

太
微
大

君

上
25

６

中
央
司
命
丈
人
君

宮
心

之
中
血
孔
之

心

之
中

紫

三
元
紫

元
君

上
23

７

命
門
桃
君

臍
中
之
關
命
門

宮

命
門
之
外

眞
陽
九
老
玄
一
君

上
24

８

泥
丸
上
一
赤
子

泥
丸
九
孔
之

九
孔
之

上
元
太
素
三
元
君

上
27

９

宮
中
一
元
君

項
中
大
椎
骨
首
之

大
槌
骨
首
之

上
淸
紫

三
素
君

上
29

10

命
門
下
一

庭
元
王

兩
胯
之

車
軸
之

兩
丸
之

車
軸
下

靑
靈
陽
安
君

上
26

11

泥
丸
九
眞

口
之
四
際

口
之
四
際
中

皇
淸
洞
眞
君

上
30

12

膽
中
八
眞

背
窮
骨
之
下

背
中
骨

之
府

高
上
太
素
君

上
28

13

七
眞
玄
陽
君

背
之
窮
骨
九
地
之

背
窮
骨
地

皇
上
四
老

中
君

上
31

14

肺
中
六
眞

頸
外
十
二

梁

頸
外
十
二

梁
之
中

玉
晨
太
上
大

君

上
32

15

脾
中
五
眞

喉
中
極
根
之

喉

極
根
之

太
淸
大

君

上
35

16

肝
中
四
眞

胃

之

膏
膜
之
下

胃
管
之

高
膜
之
中

太
極
大

元
景
君

上
34

17

血
三
眞

鼻
兩
孔
之
下
源

泥
丸
鼻
兩
孔
下
源
之
中

皇

紫
元
君

上
36

18

胃

二
眞

太
倉
之
腑
五
腸
之
口

太
倉
五
腹
之
口

英
中
眞
上
老
君

上
37

19

心
中
一
眞

胸
中
四
極
之
口

胸
中
四
極
中

中
央

老
君

上
33

20

九
元
之
眞

左
耳
之
下
伏
晨
之

左
耳
伏
晨
之

靑

上
眞

景
君

下
13

21

皇
一
之
魂

右
耳
之
下
伏
晨
之

右
耳
伏
晨
之

太
陽
九
氣
玉
賢
元
君

下
14

22

紫
素
左
元
君

頭
面
之
境

頭
面
之
境

太

九
素
金
華
景
元
君

下
15

23

素
中
元
君

胸
腹
之
境

胸
腹
之
境

九
皇
上
眞
司
命
君

下
16

24

白
素
右
元
君

下
關
之
境

下
關
少
腹
至
脚

天
皇
上
眞
玉
華
三
元
君

下
17

25

日
中
司
命

左
手

眞
之

左
手
之

太
一
上
元
禁
君

下
18

26

中
桃
君

右
手

眞
之

右
手
之

元

眞
晨
君

下
19

27

左
目
童
子

左
目

左
目
中

太
極

四
眞
人
元
君

下
20

28

右
目
童
子

右
目

右
目
之
中

四
斗
中
眞
七
晨
散
華
君

下
21

29

肺
部
童
子

肺
部
之
下
五
關

肺
部
華
蓋
之
門

晨
中

景
元
君

下
22

30

胎
中
白

君

☆
２
神

五
藏
之
上
結
喉
本

五
藏
結
喉
之
本

金
闕
後

太
平
李
眞
天

上
景
君

下
23

31

結
中
靑

君

☆
２
神

五
藏
之
下
大
胃
上
口

五
藏
大
胃
上
口

太

後

無
景
彭
室
眞
君

下
24

32

中
黑

君

☆
２
神

九
腸
之
口
伏
梁
之
下

九
腸
之
口
伏
願
之
下

太
玄

九

丈
人

仙
君

下
25

33

中

君

☆
２
神

小
腹
之

二
孔
之
本

少
腹
二
孔
之
本

上
淸
八
景
老
君

下
26

34

血
中
赤

君

☆
２
神

百
關
之
穴

之
下

百
關

之
下

東
華
方

宮
高
晨
師
玉
保
王
靑
童
君

下
27

35

上
玄
元
父

☆
７
神

本
命
之
根

胎
大
結

本
命
之
根

胎
大

中

扶
桑
大

九
老
仙
皇
君

下
28

36

二
素
老
君

☆
３
神

鼻
下
人
中

鼻
下
人
中

小
有
玉
眞
萬
華
先
生

圖
玉
君

下
29

37

五

☆
６
神

陰

之
端
ほ
か
計
６
箇

陰

之
端

玄
州
二
十
九
眞
伯
上

司
禁
君

下
30

38

卿

☆
３
神

丹
田
宮
本
命

室

太

晨
中
君

下
31

39

一

君

☆
２
神

堂
中

龜
山
九
靈
眞
仙
母

下
32

☆
印
は
、
一

に
複
數
の
神
を

り
の
對

と
す
る
も
の

四
三
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表
４

Ａ
『
上
淸
大
洞
眞
經
』

神
名

神
字

干
景

會
元
子

1

務
猷
收

會
昌

2

凌
梵

履
昌
靈

3

玄
充
叔

合
符
子

4

鬱
靈
標

玄
夷

5

理

玄
度
卿

6

康

合

7

玄
凝
天

三
元
先

8

神

珠

子
南
丹

9

始

元
陽
昌

10

昌
上
皇

先
靈
元
宗

11

Ｂ
『
無
上

』

九
七
「
玉
淸
品
下
」

神
飛

登
空
招
五
星
上
法

合
景
君

北
臺
玄

12

1

肝
中
四
眞

淸

君

輪
童
子

肝
中
胃
管
之

膏
膜
之
下

玄
陽
君

冥
光
生

13

2

宮
中
一
元
丹
皇
君

神

珠

子
南
丹

宮
中
頭
骨
首
之

上
元
素
玉
君

梁
南
中
童

14

3

肺
中
六
眞

上
元
素
玉
君

梁
南
中
童

肺
中
十
二
關
門

光
君

太
昌
子

15

4

腎
中
七
眞

玄
陽
君

冥
光
生

兩
腎
中
背
骨
地
府

靑

君

輪
童
子

16

5

脾
中
五
眞

光
君

太
昌
子

脾
中
極
根
之

元
生
君

寧
子
玄

17

7

血
三
眞

元
生
君

寧
子

兩
孔
之
下
源

堅
玉
君

凝
羽
珠

18

8

骨

二
眞

堅
玉
君

凝
羽
珠

太
倉
之
府
五
腸
之
口

天

液
君

飛
生
上
英

19

9

心
中
一
眞

天

液
君

飛
生
上
英

胸
中
四
極
之
口

拘
制

三
陽

20

10

九
元
之
眞
男

拘
制

三
陽

左
耳
伏
晨
之

上

子

21

11

皇
一
之
魂
女

上

子

右
耳
伏
晨
之

翳
鬱
無

安
來
上

22

12

紫
素
左
元
君

翳
鬱
無

安
來
上

頭
面
之
境

圓
華

太
張
上

23

13

素
中
元
君

圓
華

太
張
上

胸
腹
之
境

蕭

金
門
上

24

14

白
素
右
元
君

蕭

金
門
上

下
關
之
境

接
生
君

靈

25

15

日
中
司
命
君

接
生

左
手

方
盈

梁

26

16

中
桃
君

方
盈

右
手

四
四

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て
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飛
靈

陽
光

27

17

胎
中
元
白
氣
君

務
玄
子

育

生

五
藏
之
上
結
喉
之
本

晨
嬰

陰

28

太
一

魂

玄

子

昌

素

無
映

29

18

結
中
靑
氣
君

案

昌

合
和
嬰

五
藏
之
下
大
胃
之
上

務
玄
子

育
上
生

30

元
君

魂

保
谷
童

夫

玄

子

昌

19

中
黑
氣
君

斌
來
生

上
門

九
腸
之
口
伏
源
之
下

案

昌

合
和
嬰

31

眞

魂

幽
臺
玉

灌
上
生

保
谷
童

夫

20

中

氣
君

車

神
無
極

少
腹
之

二
孔
之
本

斌
來
生

上
門

32

天

魂

理
維
藏

法
珠

幽
臺
生

上
生

21

血
中
赤
氣
君

混
離
子

叔
保
堅

百
關
之
血

之
下

車

神
無
極

33

司
命

魂

發
紐
子

慶
玄

理
維
藏

法

珠

6

上
玄
元
父
君

高
同
生

左

混
離
子

叔
寶
堅

34

下
元
玄
母

叔
火
王

右

光

發
紐
子

慶
玄

22

皇
太
一

重
冥
空

幽
寥
無

高
同
生

左
回

35

九

曰

眞

衆

生

本
命
之
根

叔
火
王

右
回
光

太

魂

陽
堂
玉

八
靈

重
冥
空

幽
寥
無

九
關
魂

綠
回

冥

日

眞

衆

生

天
紀

魂

照
無
阿

廣
神

陽
堂
玉

八
靈

綠
徊

冥

照
無
阿

廣
神

牢
張
上

神
生

36

仲

子

西
華

曲

子

靈
和

保

昌

北
伐

37

彰
安
幸

西
華

長
來
覺

南
和

梁
際

靑
平

含
光
露

中
細

林

夫

靈
時

勒

仲
玄
生

38

中
光
堅

四

靈

上

谷
下
玄

父
寧

39

母

四
五

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
構

に
つ
い
て


