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鉛
汞
小
考

加

千

惠

は
じ
め
に

現
在
の

究
に
お
い
て
、
外
丹
の
藥
物
中
毒
問
題
が
表
面

し

た
後
、

代
後
期
に

丹
が
外
丹
の
用
語
や
理
論
を
受
け

ぐ
か

た
ち
で
、
よ
り
安

な
も
の
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
と
一
般
に
は

い
わ
れ
て
い
る
。
藥

の
問
題
は
、

丹
が
隆

す
る
大
き
な
き

っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、

丹
の
發
生
に
關

し
て
は
、
必
ず
し
も
先
行
す
る
外
丹

素
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ

た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
藥

が

が
れ
る
よ
う
に
な
る

代
を
待
つ
必

も
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

丹
と
外
丹
の
關

係
に
つ
い
て
は
、
ま
だ

ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
が
、

今
回
、

丹
書
に
も
外
丹
書
に
も
共

し
て
見
ら
れ
る
「
鉛
」
と

「
汞
」
と
い
う
二
つ
の
藥
材
に
着
目
す
る
こ
と
で
、

丹
と
外
丹

の
新
た
な
關
係
が
見
え
て
き
た
。

丹
が
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
る

末
頃
、
藥

に
よ
っ
て

ら
ぎ
か
け
て
い
た
鑛
物
藥
に
對
す
る

信
賴
を
取
り

す
べ
く
、
外
丹
も
ま
た
新
た
に
生
ま
れ
變
わ
ろ
う

と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
動
き
に
は
『

易
參
同

』
が

大
い
に
關
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

丹
と
外
丹
と
『

易

參
同

』、
こ
の
三

の
關
係
に
つ
い
て
、
鉛
汞
を
中
心
に
と
ら

え
な
お
す
こ
と
で
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
。

一
八
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一
、
鉛
汞
の
流
行

鉛
と
汞
は
、
煉
丹

書
に
お
い
て
、
混
ぜ
合
わ
せ
る
べ
き
藥
材

の
代
表

な
組
み
合
わ
せ
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
汞
と
は
丹
砂
か
ら

抽
出
し
た
水
銀
の

で
あ
る
。

の
韓
愈
や
白
居
易
の
詩

か
ら
、

代
に
は
實
際
に
鉛
と
汞
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
丹
藥
が

用
さ
れ
、
鉛
汞
の
語
は
煉
丹

の
代
名
詞
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
、
こ
の
二
藥
は
煉
丹

を
實

す
る

た
ち

の

に
止
ま
ら
ず
、
廣
く
世

に

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。韓

愈
の
「
故
太
學
博
士
李
君
墓
誌
銘
」（
八
二
三
も
し
く
は
八
二

四
年
）
に
よ
る
と
、
韓
愈
の
兄
の
孫
娘
の

で
あ
る
李
于
は
、
方

士
柳
泌
か
ら
授
か
っ
た
藥
法
に
よ
っ
て
作
っ
た
丹
藥
を

用
し
、

長
慶
三
年
（
八
二
三
）
に
四
十
八

で

く
な
っ
て
い
る
。
そ
の

方
法
と
は
、「
鉛
で
鼎
を
滿
た
し
、
中
央
を
押
さ
え
て
く
ぼ
み
を

作
り
、
そ
こ
に
水
銀
を

い
で
埋
め
、
蓋
を
し
て
四
隅
を
密
封
し
、

い
て
丹
砂
を
作
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
韓
愈
は
、
李
于
ば

か
り
で
な
く
、
數
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
人
々
が
命
を
失
っ
て
き
た

と
い
う
の
に
、
世

は
丹
藥
の

を
ま
す
ま
す
慕
い

ん
で
い

る
こ
と
を
、
世
の
惑

で
あ
る
と
憂
え
て
い
る
。

そ
の
韓
愈
も
硫

を

用
し
て
い
た
こ
と
が
、
白
居
易
の
「
思

舊
」
と
い
う
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る�１
）。
そ
こ
に
は
韓
愈
を
含
む
四
人

の
舊
友
が
丹
藥
を
煉

し
た
り

用
し
た
り
し
て
い
た
こ
と
が

べ
ら
れ
て
お
り
、
命
を
永
ら
え
よ
う
と
努
力
し
た
彼
ら
が
み
な
中

年
を

ぎ
る
こ
と
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
對
し
、
攝
生

を
せ
ず
「
汞
と
鉛
を
識
ら
ず
」
に

ご
し
た
自
分
だ
け
が
か
え
っ

て
長
生
き
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
韓
愈
ら
が

用
し
て
い
た
の

は
必
ず
し
も
鉛
や
汞
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
白
居
易
は
そ
れ
ら
を

ま
と
め
て
「
汞
と
鉛
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
こ
の
詩
が
詠
ま
れ
た
九
世
紀

に
は
、
煉
丹

の

總

と
し
て
鉛
汞
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

鉛
汞
を
用
い
た
煉
丹

の

も
早
い
例
と
し
て
、『

易
參
同

』
を

げ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
實
は
、『

易
參
同

』

に
鉛
と
汞
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
を

記
し
た
部
分
は
見
當
た
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
す
る
記
事
の
中
で

も
早
い
例
は
、

『
抱
朴
子
』（
〜
三
一
七
年
）

白

に
見
え
る
「
小
兒
作

金
法
」

一
九

鉛
汞
小
考
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と
い
う
鉛
と
汞
に
よ
る

金
作
り
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
鉛
十
斤
を

鐡
釜
で
熱
し
て
溶
か
し
、
汞
三
兩
を
加
え
て
先
に

き
出
て
き
た

も
の
を
「
良
非
」
と
い
う
。
汞
一
斤
、
丹
砂

斤
に
そ
の
良
非

斤
を
加
え
て
混
ぜ
合
わ
せ
、
汞
が
見
え
な
く
な
っ
た
ら
小
さ
な

に
入
れ
、
雲
母
を
そ
の
上
に
置
い
て
鐡
で
蓋
を
す
る
。
爐
に
か
け

た
大
き
な

の
中
に
小
さ
な

を
入
れ
、
小
さ
な

が
上

寸
を

の
こ
し
て
見
え
な
く
な
る
ま
で
鉛
を

い
で
加
熱
し
、
鉛
が
溶
け

て
か
ら
さ
ら
に
猛
火
で
三
日
三

く
と
「
紫
粉
」
が
完

す
る
。

鉛
十
斤
を
鐡
の

に
入
れ
て
溶
か
し
、
二
十
日
ほ
ど
し
て
か
ら
銅

の

に
入
れ
、
鉛
が
す
っ
か
り
溶
け
た
ら
一
方
寸
の
さ
じ
七
杯
の

紫
粉
を
入
れ
て
混
ぜ
る
と
、
た
ち
ま
ち

金
が
で
き
る
と
い
う
。

た
だ
し
、
そ
の

金
は
長
生
す
る
た
め
に

用
す
る
も
の
で
あ
る

と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
抱
朴
子
』
に
お
い
て
、
汞
と

す
丹

砂
は

上
の
仙
藥
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
鉛
は
と
く
に
重

さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
仙
藥

に
列

さ
れ
る
仙
藥
の
中
に

は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

で
は
、
な
ぜ
鉛
は
汞
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
か
。

代
八
世
紀

頃
の
陳
少
微
は
、
陽
の
性
質
を
も
つ
丹
砂
を
制
す
る
た
め
に

は
、
陰
の
性
質
を
も
つ
藥
材
と
混
ぜ
合
わ
せ
る
必

が
あ
る
と
す

る�２
）。
彼
は
、
五
金
と
呼
ば
れ
る
鐡
・
銅
・
銀
・
鉛
錫
・
金
の
中
で

鉛
が

も
陰
の
性
質
が

い
と
し
な
が
ら
も�３
）、
丹
砂
を
制
す
る
も

の
と
し
て

げ
て
い
る
の
は
、
曾
靑
・
空
靑
な
ど
の
石
藥
で
あ
り
、

鉛
で
は
な
い
。

二
、
幻
の
組
み
合
わ
せ
｜
『

易
參
同

』
に

お
け
る
鉛
と
汞

『

易
參
同

』
に
は
、
鉛
と
汞
の
融
合
が

か
れ
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鉛
汞
を
用
い
る
煉
丹

の
淵
源
と
い
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
實
際
に
『

易
參
同

』
に
お
い
て
壽
命
を

ば

す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は

丹
、
す
な
わ
ち
金
で
あ
る�４
）。
ま
ず

は
、
そ
の
金
が
ど
の
よ
う
な
材
料
か
ら
煉

さ
れ
る
の
か
を

く

一

を
見
て
み
た
い
。

胡
粉
は
火
中
に
投
ず
れ
ば
、
色

れ

り
て
鉛
と

る
。

氷
雪
は

湯
を
得
れ
ば
、
解
釋
し
て
太
玄
と

る
。
金
は
砂

を
以
て

と
爲
し
、
和
を
水
銀
に
稟
く
。
變

は
其
の
眞
に

二
〇

鉛
汞
小
考
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由
り
て
、

始
自
ら
相
い
因
る
。

の
仙
と
作な
ら
ん
と
欲

す
れ
ば
、
宜
し
く
同

な
る

を
以
て
す
べ
し
。
禾
を
植
う

る
に
當
に
黍
を
以
て
す
べ
く
、

を
かえ
す
に
其
の
卵
を
用
う

べ
し
。（『

易
參
同

』
上

。
本

は
『

易
參
同

發
揮
』

に
よ
る
。
以
下
同
じ
。）

仙
藥
を

し
て
仙
人
に
な
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
同
�５
）」

を

用
い
て
仙
藥
を
作
る
べ
き
だ
と
い
う
。
鉛
を

い
て
作
っ
た
白
い

胡
粉
は
、
火
に
投
じ
る
と
ま
た
黑
い
鉛
に
な
る
。
水
が
凝
結
し
て

で
き
た
氷
や
雪
は
、
湯
を
か
け
る
と
ま
た
水
に
な
る
。
同

と
は

す
な
わ
ち
、
胡
粉
と
鉛
、
氷
雪
と
水
の
よ
う
に
、
互
い
に
行
き
來

可
能
な
も
の
同
士
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
金
と
關

さ
せ
て
丹

砂
と
水
銀
を

げ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
金
と
同

で
あ
り
、
金
を

作
る
材
料
と
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

南
宋
の
陳
顯
微
は
『

易
參
同

』
の
こ
の
一

に
對
す
る

釋
に
お
い
て
、
太
陽
か
ら
生
ま
れ
出
た
眞

に
よ
っ
て
丹
砂
が
結

さ
れ
、
そ
の
丹
砂
の
中
に
は
す
で
に
眞
汞
す
な
わ
ち
水
銀
が
あ

り
、
そ
れ
が
悠
久
の
時

を
か
け
て
白
銀
に
な
り
、
や
が
て

金

に
變

す
る
と

べ
た
う
え
で�６
）、

丹
砂
と
水
銀
を
合
わ
せ
て

金

へ
と
煉

す
る

を

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
陳
顯
微
は

『

易
參
同

』
の
本

に

べ
ら
れ
て
い
な
い

素
を
織
り

ん
で
さ
ら
に

を
續
け
る
。
眞
鉛
も
同

で
あ
る
と
し
て
、
丹

砂
と
水
銀
を
煉

し
て
で
き
た

金
に
、
眞
鉛
を
混
ぜ
合
わ
せ
る

プ
ロ
セ
ス
を
持
ち
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

今

、
煉
丹
の

め
、
先
ず
陽

を

り
、
變

し
て
砂

と
爲
し
、

に
水
銀
を
取
り
、
砂
と
相
い
合
し
、
二
物
を

和
し
、

煉
し
て
金
を

す
。

に
已
に
金
を

せ
ば
、
方

め
て
鉛
を
用
て

う
。
…
…
眞
鉛
を
得
る
を
須
ち
て
、
始
め

て

に
堪
う
。
眞
鉛
は
太
陰
よ
り
生
ず
、
故
に
同

と
曰

う
。

（
陳
顯
微

『

易
參
同

解
』）

陳

に
よ
れ
ば
、
丹
砂
は
そ
も
そ
も
太
陽
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
作
ら
れ
た

金
も
陽
の

氣
に
よ
っ
て

結

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

す
る
に
は
、
丹
砂
の
同

で
あ
り
、
な
お
か
つ
太
陽
と
は
對
極
の
性
質
で
あ
る
太
陰
か
ら

二
一

鉛
汞
小
考
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生
じ
た
鉛
と
混
ぜ
合
わ
せ
る
必

が
あ
る
と
い
う
。『

易
參
同

』
本

に
お
い
て
は
、
互
い
に
變

し
て

來
可
能
な
も
の
を

同

と

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
水
銀
は
丹
砂
と
金
と
、
鉛
は
胡

粉
と
そ
れ
ぞ
れ
同

と
さ
れ
て
い
た
が
、

に
お
い
て
は
、
同

は

敵
す
る
陰
陽
二
物
の

味
と
さ
れ
、
水
銀
の
相
手
は
鉛
へ
と

す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
宋
末
元

の
兪

も
こ
の
一

に
對
し

て
、
北
宋
の
『
悟
眞

』（
一
〇
七
八
年
後
序
）
の
解
釋
を
ふ
ま
え

た
う
え
で
、
眞
汞
と
眞
鉛
を
一
對
の
陰
陽
で
、
氣
の
感
じ
合
う
同

で
あ
る
と

釋
し
て
い
る
。

悟
眞

に
云
う
、「
竹
破
る
れ
ば
竹
を
將
て
補
う
を
須
ち

て
宜
し
。

を

す
に
當
に
卵
を
用
て
之
れ
を
爲
す
べ
し
。

萬
般

に
非
ざ
れ
ば
徒
ら
に
力
を

し
、

で
か
眞
鉛
の

機
に
合
す
る
に
似
ん
」
と
。
蓋
し
謂
え
ら
く
、
眞
汞

眞

鉛
を
得
れ
ば
、
則
ち
一
陰
一
陽
、
氣

相
い
感
ず
、
是
れ
同

爲
り
。

（
兪

『

易
參
同

發
揮
』
一
三
一
〇
年
）

『
悟
眞

』
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
異
同
が
多
い
が
、
こ
こ
に

引
用
さ
れ
る
『
悟
眞

』
の
四
句
は
、
各
テ
キ
ス
ト
に
收

さ
れ

る
本

と
お
お
む
ね
一
致
す
る�７
）。
二
句
目
の

を
孵
す
に
は
卵
を

用
い
よ
と
い
う

容
は
、
先
に

げ
た
『

易
參
同

』
の
一

に
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、『
悟
眞

』
が
『

易
參
同

』
の

を
取
り
入
れ
て
、
自
ら
の

丹
理
論
を

張
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。「
眞
鉛
が

機
に
合
一
す
る
」
と
い
う
の
が
、
兪

が

釋
す
る
よ
う
に
、
眞
鉛
と
眞
汞
と
の
合
一
を
表
し
て
い
る
の
か
ど

う
か
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、『
悟
眞

』
に
は
こ
の
ほ

か
に
も
鉛
と
汞
を
一
對
の
藥
材
と
し
て
詠
み

ん
だ
詩
句
が
散
見

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、『

易
參
同

』
に
見
え
る
水
銀
と
鉛
と
を

同

と
し
て
結
び
つ
け
た
の
は
、
兪

ら
よ
り
も
『
悟
眞

』
の

方
が
先
だ
と
い
え
る
。

『

易
參
同

』
は
、
後

の
魏
伯
陽
の
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、

確
か
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
多
く
の

丹
お
よ
び
外
丹
の

書
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
、

に

丹
と
し
て
解
釋
す
る

釋
書
が

幾
つ
も
作
ら
れ
、「
萬
古
丹
中
の
王
」「
萬
古
丹
經
の

」
と

さ

れ
る
書
物
で
あ
る
が
、
後

や
六

時
代
の

に
は
『

易
參

同

』
の
用
語
や
思
想
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い�８
）。
そ
の
影

が

二
二

鉛
汞
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顯

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。
そ
の

は

喩
に
滿
ち
、
多

な
解
釋
が
可
能
で
あ
る
た

め
、
今
日
、『

易
參
同

』
に
由
來
す
る
煉
丹

用
語
や
理
論

と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
も
、『

易
參
同

』
が
當

か
ら

煉
丹

を

圖
し
て

い
た
も
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
も
の
が

あ
る
。

一
例
を

げ
る
と
、

末
か
ら
宋

の

立
と
考
え
ら
れ
る
外

丹
書
『
參
同
�９
）』
は
、
鉛
と
汞
を
一
つ
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
生
じ

た

を
八
兩
、
さ
ら
に
同
量
の
汞
と
合
わ
せ
て
一
斤
（
十
六

兩
）
の
藥
を
煉

す
る
と
い
う
。
一
斤
は
三
百
八
十
四

（
二
十

四

×
十
六
兩
）
で
あ
る
か
ら
、
易
の
三
百
八
十
四

（
六

×

六
十
四
卦
）
の
數
と
も
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
易
の

に
よ
っ
て

さ
れ
る
森
羅
萬

が
、
こ
の
一
塊
の
丹
藥
の
中
に
凝
縮
さ
れ

て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

八
兩
を
上
弦
と
爲
し
、
汞
八
兩
を
下
弦
と
爲
し
、
上

下
兩
弦
、
共
に
合
す
れ
ば
一
斤
。

斤
一
十
六
兩
、

兩
二

十
四

。
一
斤
に
三
百
八
十
四

を
計
う
る
は
、
其
の

數

に
應
ず
る
な
り
。

（『
參
同

』）

二
つ
の
八
を
合
わ
せ
て
一
斤
と
し
、
一
斤
に
相
當
す
る
三
百
八
十

四

が
易
の

數
に
應
じ
る
と
い
う

は
、『

易
參
同

』
に

そ
の
ま
ま
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
鉛
や
汞
や

と
い

っ
た
藥
物
名
は
見
ら
れ
な
い
。

上
弦
兌
の
數
は
八
、
下
弦
艮
も
亦
八
、
兩
弦
其
の

を
合

し
て
、
乾
坤
の
體
乃
ち

る
。
二
八
は
一
斤
に
應
じ
、
易

は
正
し
く
し
て
傾
か
ず
、

に
三
百
八
十
四
あ
る
は
、
亦
卦

の
數
に
應
ず
。

（『

易
參
同

』
上

）

「
上
弦
」
と
「
下
弦
」
は

の
こ
と
で
あ
り
、『
參
同

』
は
丸

藥
を

に
見
立
て
、
上
弦
の

と
下
弦
の

を
合
わ
せ
て
滿

を

作
る
よ
う
に
、

と
汞
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
丹
藥
を
作
る
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
も
と
も
と
『

易
參
同

』
に
お
け
る
「
八
」

は
、
新

か
ら
數
え
て
上
弦
に
至
る
ま
で
の
八
日

と
滿

か
ら

下
弦
に
至
る
ま
で
の
八
日

で
あ
る
が
、『
參
同

』
は
こ
れ
を

二
三

鉛
汞
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と
汞
の
分
量
と
し
て
解
釋
し
て
い
る
。

『
參
同

』
は
さ
ら
に
十
二

息
卦
、
十
か

の

胎
期

、

卯
酉
、
乾
坤

離
の
四
卦
を
除
く
六
十
卦
な
ど
を
煉
丹

の
火
候

に
關
す
る
も
の
と
し
て

示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

素
は
『

易
參
同

』
中
に
も
見
え
る
が
、
そ
こ
で
は
と
く
に
煉
丹

と
は

關

づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。『

易
參
同

』
に
長
生
を
目
指
し

て
煉

す
る

丹
に
つ
い
て

く
箇

が
あ
る
こ
と
は
先
に
見
た

り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

確
に
表
れ
て
い
る
の
は
、

の
一

部
に
限
ら
れ
る
。『

易
參
同

』

體
に
わ
た
っ
て

か
れ
て

い
る
の
は
、
易
の
卦
や
五
行
や
『
老
子
』
の
言
葉
な
ど
に
よ
っ
て

に
表
さ
れ
る
天
地
萬
物
の

理
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
が
、『
參
同

』
は
そ
れ
ら
の
多
く
の

素
を
煉
丹

と
結

び
つ
け
よ
う
と
し
た
。

ま
た
、
後
世
の

釋
家
た
ち
も
、『

易
參
同

』
中
に
お
い

て
、
煉
丹

と
直
接
關
係
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
一
對
で
提
示
さ

れ
る
も
の
を
鉛
汞
と
見
な
し
、
鉛
汞

を
構
築
し
て
き
た
。
た
と

え
ば
、『

易
參
同

』
中

に
見
え
る
「
河
上
の
宅
女
は
、
靈

に
し
て

も
神
。
火
を
見
れ
ば
則
ち
飛
び
、
埃
塵
を
見
ず
。
鬼
の

ご
と
く
に

れ
龍
の
ご
と
く
に
匿
れ
、
存
す
る

を
知
る
莫
し
。

將
に
之
れ
を
制
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、

を
根
と
爲
せ
」
に
對
し
、

五
代
の
彭
曉�10
）と
兪

は
、「
宅
女
」
を
汞
、「

」
を
鉛
に
當
て

は
め
て
、

の
よ
う
に

釋
す
る
。

河
上
の
宅
女
は
、
眞
汞
な
り
。
火
を
見
れ
ば
則
ち
飛

し
、

鬼
の

れ
龍
の

む
が
如
く
、

く

を
知
る
莫
し
。
或
い

は
之
れ
を
擬
制
せ
ん
と
す
れ
ば
、
須
ら
く

を
得
て
母
と

爲
し
、

育
し
て
存
せ
し
む
べ
し
。

は

ち
眞
鉛
な
り
。

（
彭
曉

『

易
參
同

眞
義
』
第
七
十
二
）

眞
汞
は
離
よ
り
產
ま
る
。
離
は
女
爲
り
て
午
に
居
る
。
分

野
を
以
て
之
れ
を
言
え
ば
、
午
は
三
河
爲
り
、
故
に
河
上
の

宅
女
と

す
。
…
…
其
の
性
は
猛
烈
に
し
て
、
火
を
見
れ
ば

則
ち
飛
走
し
、

無
き
こ
と
鬼
の

れ
龍
の
匿
る
る
が
如
く
、

存
す
る

を
知
る
莫
し
。

を
用
て
根
と
爲
す
に
非
ざ
れ

ば
、
何
を
以
て
之
れ
を
制
せ
ん
。

は

ち
眞
鉛
な
り
。

汞
は
眞
鉛
を
得
れ
ば
、
擒
え
制
せ
ら
れ
て
交
結
し
、
然
る
後

二
四
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に
飛
走
す
る
能
わ
ず
。
此
之
れ
を
用
て
金
丹
の
根
と
爲
す

以
な
り
。

（
兪

『

易
參
同

發
揮
』）

ほ
か
に
も
、
後
世
の

釋
家
た
ち
が
『

易
參
同

』
中
の
語

句
を
、
鉛
と
汞
、
も
し
く
は
鉛
汞
の
融
合
し
た
も
の
、
ま
た
は
融

合
時
の
反
應
の

子
に
解
釋
す
る
例
は
多
い�11
）。

三
、『

易
參
同

』
へ
の

目
と
外
丹
の
理
論

『

易
參
同

』
が
後

に
作
ら
れ
た
こ
と
が
事
實
だ
と
す
る

な
ら
ば
、

立
し
て
か
ら
數
百
年

、
ほ
と
ん
ど
誰
に
も

み
ら

れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後

立

を
疑
う
見
方
も

あ
る
が�12
）、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず

立
に
つ
い
て
は
問
題
に
せ
ず
、

な
ぜ

代
に
な
っ
て

然

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
推

測
し
て
み
た
い
。

比
較

早
い
段
階
で
『

易
參
同

』
に
つ
い
て
言

し
て
い

る
の
が
、

の
玄
宗
の
時
の
劉
知
古
で
、
そ
の

『
日

玄
樞

論
』（『

』

三
三
四

收
。『
日

玄
樞
﹅
』
と
題
し
て
『

樞
』

二
十
六
に
も
收

さ
れ
る
）
で
は
、『
參
同

』
に
基
づ
く

と
さ
れ
る

丹
を
、

の

す
る

高
の
價
値
が
あ
る
も
の
と
し

て
い
る
。且

つ

の
至

は
、

丹
に

ぐ
る
は
莫
し
。

丹
の

に

づ
く
に
は
、
必
ず
龍

を
先
に
す
。
龍

の
自
り
て
出

づ
る

は
、
參
同

に
若
く
は
莫
し
。

（『
日

玄
樞
論
』）

『

易
參
同

』
に

丹
の
語
が
見
え
る
も
の
の
、
そ
れ
が
何

か
ら
煉

さ
れ
る
の
か

體

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
日

玄
樞
論
』
に
お
い
て
は
、

丹
は
龍

と
呼
ば
れ
る
藥
材
か
ら

煉

さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
龍
と

の
指
す
も
の
は

れ
が
あ
っ

て
は
っ
き
り
と
定
ま
っ
て
は
い
な
い
が
、
龍
は
、
丹
砂
か
ら
水
銀
、

水
銀
か
ら
丹
砂
へ
と
變

す
る
「
流
珠
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
日
」
で
も
あ
る
と
し
、

は
、
黑
鉛
か
ら

丹
、

丹
か
ら
黑

鉛
へ
と
變

す
る
「

」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「

」
で
も
あ
る

と
い
う�13
）。夫

れ
流
珠
は
龍
爲
り
、
龍
は

ち
日
な
り
。

は

爲
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り
、

は

ち

な
り
。
此
の
二
物
は
、
日

の

氣
に
し

て
、
咸
變

の
理
有
り
。
故
に
之
れ
を
餌
す

は
、
亦
能
く

變

す
。

謂
變

は
、
丹
砂
を
變
じ
て
水
銀
と
爲
す
は
、

陽
自
り
陰
に

す
な
り
。
水
銀
を
復
し
て
丹
砂
と
爲
す
は
、

陰
自
り
陽
に

す
な
り
。
故
に
流
珠
丹
、
亦
火
靑
丹
と
名
づ

く
。
黑
鉛
を
變
じ
て

丹
と
爲
す
は
、
陰
自
り
陽
に

す
な

り
。

丹
を

し
て
黑
鉛
と
爲
す
は
、
陽
自
り
陰
に

す
な

り
。
二
物
は
、
之
れ
を
陰
と
謂
わ
ば

然
と
し
て
陽
と
爲
り
、

之
れ
を
陽
と
謂
わ
ば
忽
然
と
し
て
陰
と

る
。
互
い
に
夫

と
爲
り
、
更
ご
も
父
母
と
爲
る
。

（『
日

玄
樞
論
』）

『
參
同

』
や
『
大
丹
鉛
汞
論
』
に
よ
る
と
、
山
澤
に
天
の
日

の
光
が
降
り

ぎ
、
そ
れ
に
感
じ
て
、
五
金
、
八
石
、
珠
玉
が

生
じ
る
と
い
う
。
中
で
も
、

丹
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
藥
材
で

あ
る
眞
汞
は
、
日
の

氣
が
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
り
、
眞
鉛
は
、

の

氣
が
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
鉛

汞
を

用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
日

を

用
す
る
こ
と
に
も
等

し
い
行
爲
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
劉
知
古
が
龍

を
日

と

し
た
の
も
、
お
そ
ら
く
同

に
、

丹
は
こ
の
世
で

上

の
陰
陽
に
當
た
る
日

を
用
い
て
作
る
も
の
だ
と
考
え
た
か
ら
に

い
な
い
。

ま
た
、

で
見
た
よ
う
に
、『
參
同

』
に
は
『

易
參
同

』
中
の
幾
つ
か
の
用
語
や

を
組
み
合
わ
せ
て
構
築
し
た
理
論

が

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
『

易
參
同

』
の
書
名
は
見
え

な
い
も
の
の
、『
參
同

』
と
い
う
書
名
は

く
『

易
參
同

』

を

識
し
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
參
同

』
は
、

こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
煉
丹

を
批

し
、
多
く
の
人
々
が
黑

鉛
を
眞
鉛
と
見
な
し
た
り
、
水
銀
を
眞
汞
と
し
た
り
、
鉛

華
を

と
し
た
り
し
て
、
五
金
八
石
と
總

さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
鑛

物
藥
を

っ
て
用
い
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
う
え
で
、
鉛
汞
で
な

け
れ
ば

丹
を

る
こ
と
は
で
き
な
い
と

言
し
て
い
る
。

鉛
汞
は
、
是
れ
天
地
の
至
寶
、
日

の
靈
氣
に
し
て
、
法

は
之
れ
を
龍

と
謂
う
。
一
切
萬
物
の

、
唯
だ
鉛
汞
の

丹
を

る
べ
き
有
る
の
み
。
餘
は
皆
法
に
非
ず
。

二
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鉛
汞
を
一
對
の
藥
材
と
し
て
重
ん
じ
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

代
の
煉
丹

書
の
中
に
少
し
ず
つ
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

『
參
同

』
は
そ
の
理
論
の
完

形
と
も
い
う
べ
き
も
の
を

え

て
い
る
と
い
え
る
。

北
宋
の
『
丹
論
訣
旨
心
鑑�14
）』

も
、『
參
同

』
と
同

に
、
外

丹

自
體
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
や
り
方
が

っ
て
い
た

の
だ
と
す
る
。

參
同

に
云
う
、

甚
だ
衆
多
に
し
て
、
千
條
に
萬
餘

有
り
と
。

ち
知
る
、
大
丹
の
妙
は
、
唯
だ
鉛
汞
二
物
の
み

を
至
藥
と
爲
す
。
四

八
石
を
用
う
る
に
非
ず
。
…
…
若
し

礬
石
・
硫

・

砂
等
を
用
て
、

伏
し
て
藥
と
爲
し
て
之

れ
を

す
れ
ば
、
大
毒
有
り
て
、
久
久
に
し
て
人
を
損
す
。

﹇

砂�15
）に

﹈
乃
ち
銅
を

し
鐡
を

す
の
功
有
り
、
豈
に

に
堪
え
ん
や
。
礬
石
に

を

す
の
能
有
り
、
此
深
戒
と

爲
す
べ
し
。
大
凡
そ
學
び
一
小
法
を
傳
受
し
得
て
、

ち
世

人
に
雙
ぶ
も
の
少
な
し
と
言
い
、
丹
を
將
て
人
に
與
え
て
之

れ
を

せ
し
め
、

ち
夭

の
斃
有
る
は
、
深
く
之
れ
を
哀

し
む
べ
し
。
自
後
見
る

は
嫌
を
生
じ
、
皆
丹
石
は
瘡
�
癰

腫
を
發
す
と
云
う
。
蓋
し
此
謬
惑
の
徒
、
金
丹
の
功
を
毀
謗

す
れ
ば
、

餌
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

（『
丹
論
訣
旨
心
鑑
』
序
訣

第
一
）

體
の

頭
に
『
參
同

』
が
引
用
さ
れ
る
が
、『

易
參
同

』

の
本

に
見
ら
れ
る
の
は
、「

甚
だ
衆
多
に
し
て
、
千
條
に

萬
餘
有
り
」（
上

）
の
二
句
の
み
で
あ
り
、『

易
參
同

』
で

は
後
に
續
く

に
鉛
汞
な
ど
の
藥
物
名
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

『
丹
論
訣
旨
心
鑑
』
は
、
こ
の
二
句
に

く
異
な
る

容
を

い

で
、『

易
參
同

』
を
鉛
汞
を
提
唱
す
る
書
に
見
せ
か
け
よ
う

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

砂
や
礬
石
な
ど
、
そ
も
そ
も
人
が

用
に
堪
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
猛
毒
を
も
つ
鑛
物
を

用
す
る

や
、

で
た
ら
め
な
煉
丹

士
が
現
れ
た
た
め
に
、
死

が
出
、
外
丹
が

解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
當
時

の
人
々
が
、『

易
參
同

』
が
も
と
も
と
提
唱
し
て
い
た
正
し

い
方
法
を
實
施
し
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

も
そ
も
外
丹
は

か
ら

っ
て
は
い
な
か
っ
た
と

張
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。

『
丹
論
訣
旨
心
鑑
』
は
、「
藥
を
用
い
ず
、
五
行
を
用
い
よ
」

（「
序
訣

第
一
」、「
金
丹
論

第
三
」）
と
宣
言
し
、
水
銀
八
兩
と

鉛
八
兩
を
龍

と
し
、
合
わ
せ
て
一
斤
と
す
る
こ
と
で
天
地
を

す
る
數
に
合
致
さ
せ
る
な
ど
、
理
論
ば
か
り
を

き
、

體

な
丹
藥
煉

の
手
順
の

は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
外
丹

は
、

理
論
の
構
築
が
目

と
な
り
、
も
は
や
實

を
旨
と
す
る
も
の
で

は
な
く
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
、

丹
と
外
丹

鉛
汞

は
外
丹
側
で
整
備
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
が
、

末
頃
に

立
し
た
と
さ
れ
る

丹
書
『
入
藥
鏡
』
に
も
、「
鉛
龍

は
昇
り
、
汞

は
降
る
。
二
物
を

り
て
、

放
せ
し
む
る
勿
か

れ
」
と
、
龍

と
鉛
汞
と
を
結
び
つ
け
た

が
見
え
て
い
る
。

丹
と
外
丹
の
影

關
係
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と

は
わ
か
ら
な
い
が
、

丹
が
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
る

末
頃
、
外

丹
も
ま
た
新
た
に
生
ま
れ
變
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
際
に
、

丹
外
丹
の
雙
方
が
『

易
參
同

』
に
そ
の
理
論

根
據
を
見

い
だ
し
、
理
論
の
整
備
を
圖
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
く
に
宋
代

以
降
に

立
し
た
煉
丹

書
に
は
、

丹
か
外
丹
か
を
問
わ
ず

『

易
參
同

』
を
換
骨
奪
胎
し
た
理
論
を

え
て
い
る
も
の
が

多
く
見
ら
れ
る
。『
參
同

』
中
に
見
え
る
理
論
は
、
た
と
え
ば

丹
を

く
『
悟
眞

』
に
も
ほ
ぼ
共

し
て
見
ら
れ
、

丹
と

外
丹
の
協

性
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

『
大
丹
鉛
汞
論
』
は
外
丹
を

く
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
悟
眞

』
や
『
鍾
呂
傳

集
』
と
い
っ
た

丹
書
を
據
り

と

し
て
鉛
汞
に
つ
い
て

す
る�16
）。
ま
た
、「
丹
經
の
言
は

り
に

發
せ
ず
、
…
…
鉛
汞
制
伏
し
、

婆
會

す
。
外
丹
夫
れ
何
ぞ

き
こ
と
之
れ
有
ら
ん
」（
第
一
）、「
嘗
て
聞
く
、
異
人
曰
く
、
天

は
地
を
盗
み
、
地
は
人
を
盗
み
、
人
は
萬
物
を
盗
む
。
三
才
相
い

盗
む
の

な
り
。
外
丹
の

、
是
に
由
ら
ざ
る
は
莫
き
か
」（
外

丹
大
乘
濟
物
利
人
肥
身

）
と
い
う
『
大
丹
鉛
汞
論
』
の
記

か
ら
は
、
先
行
す
る
理
論
が
丹
經
や
異
人
の
言
葉
と
し
て

か
れ

て
お
り
、
外
丹
も
そ
の
理
論
と
同
じ
で
あ
る
と

べ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。「

婆
」
が
宅
女
の
媒
介

と
な
る
こ
と
は
『
入
藥

鏡
』
に
見
え�17
）、
天
地
人
が
盗
み
合
う
と
い
う
考
え
は
『
陰
符
經
』
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に
見
え
る�18
）。

さ
ら
に
、「
直ただ
天
地
と
其
の
軌
轍
を
同
じ
く
し
、

丹
と
其
の
關
鍵
を
同
じ
く
す
」（

嬰
兒
）
と
い
う
言
葉
か
ら

は
、
そ
の
先
行
す
る
理
論
は

丹
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同

じ
で
あ
る
可
能
性
も
讀
み
取
れ
る
。

ま
た
、『
日

玄
樞
論
』、『
參
同

』、『
大
丹
鉛
汞
論
』
に
お

け
る
、
日

の

華
を

上
の
陰
陽
二
藥
と
し
て
用
い
る
と
い
う

考
え
方
は
、
六

時
代
の
日

存
思
法
を
土
臺
と
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。『
日

玄
樞
論
』
に

の
よ
う
に
い
う
。

世
人
は
徒
ら
に

丹
の
以
て
度
世
す
べ
き
を
知
る
も
、

ち
度
世
の
理
、
何
從
り
生
ず
る
か
を
知
ら
ず
。
蓋
し
日

の

華
を
餌
す
る
が
故
な
り
。
…
…

庭
經
に
、「
日

の

華

老

を
救
う
」
と
云
う

以
は
、
豈
に
二
景
の
事
に
非

ず
や
。
答
え
て
曰
く
、
二
景
の
暉
を

す
る

は
、
其
の
徒

實
に
繁
く
、
五
晨
の
霞
を

す
る

は
、
數
亦
少
な
か
ら
ず
。

然
れ
ど
も
此
の

に
當
た
り
て
、
世
に

ま
り
長
生
す
る

鮮
し
。
一
藥
を
餌
し
、
一
丹
を

す
る
に
至
り
て
、

長

生
を
獲
る

、
目
に
見
る

多
し�19
）。

（『
日

玄
樞
論
』）

『
日

玄
樞
論
』
は
、

丹
に
よ
っ
て
度
世
で
き
る
の
は
「
日

の

華
」
を

用
す
る
か
ら
だ
と

べ
る
。
し
か
し
、『

庭

經
』
に

か
れ
る
よ
う
な
日

「
二
景
の
暉
」
を
交
合
さ
せ
る
こ

と
を
實

す
る

は
多
く
と
も
、
長
生
す
る

は
少
な
い
と
い
う
。

や
は
り
鑛
物
と
な
っ
た
も
の
を
煉

し
て
作
っ
た
丹
藥
を

用
し

て
は
じ
め
て
長
生
す
る

が
多
く
な
る
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
こ
そ

が
『

易
參
同

』
に

か
れ
る
藥
材
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

丹

で
あ
る
、
と

張
し
た
い
の
だ
。

「
日

の

華

老

を
救
う
」
は
『

庭

景
經
』
中
の
一
句

で
あ
り
、
日

を
存
思
す
る
方
法
は
『

庭
經
』
の
至
る

に

か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

の
よ
う
に
、
日

の
神
を
會
合
さ

せ
て
作
っ
た
糧
を
「
子
丹
」
な
る
も
の
に
與
え
る
こ
と
を
存
思
す

る
方
法
が

か
れ
て
い
る
。

日

列
布
し
て
陰
陽
を
設
け
、

兩
神
相
い
會
し
て
玉
漿�20
）を

す
。

淡
然
無
味
の
天
人
の
糧
、

子
丹
に
饌
を

め
ん
、
肴
は
正

た
り
。
（『

庭

景
經
』）
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『

庭

景
經
』
に
子
丹
の
居
場

は

示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

子
丹
の

べ
も
の
の
色
は
五
行
の
土
に

當
さ
れ
る

色
で
あ
り
、

腑
で
い
え
ば
脾
と
胃
の
色
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
邊
り
に
宿
る
と

想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
日

を
合
し
て
で
き
た
も
の
は
、
子
丹
ば
か
り
で
な
く
、
子
丹
の
宿

る
修
行

の
胃
袋
を
も
滿
た
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

體

で
日

等
に
よ
っ
て

さ
れ
る
陰
陽
の
二
氣
を
合
一
さ

せ
る
存
思
法
は
、『

庭
經
』
ば
か
り
で
な
く
、
六

時
代
の
他

の
經
典
に
も
數
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
『
老
子
中

經
』（『
雲
笈
七
籤
』

十
八

收
。『
太
上
老
君
中
經
』
と
題
し
て

藏
に
も
收

さ
れ
る
）
に
も
子
丹
が
登
場
す
る
。
修
行

は
兩
目

も
し
く
は
兩

に
日
と

を
存
思
し
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
流
れ
出
し

た

氣
を
合
一
し
て
胃
に
流
し
入
れ
、
あ
た
か
も
胎
兒
を

う
か

の
よ
う
に
、
胃
に
宿
る
神
「
子
丹
」（「
赤
子
」「
吾
」
と
も
呼
ば
れ

る
）
に
與
え
て

う
こ
と
が

か
れ
て
い
る
。

わ
れ
て

長
し

た
子
丹
は
、
や
が
て
子
丹
を

う
修
行

と
一
體

す
る
。
つ
ま

り
、
天
地
の

に
修
行

が
い
て
修
行

の
體

に
子
丹
が
い
る

と
い
う
入
れ
子
式
の
構

が
一
つ
に
重
な
り
、
神
に
氣
を
供
給
し

て

っ
て
い
る
修
行

自
身
が
、
じ
つ
は
日

の
氣
を
受
け
て

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

常
に
思
え
、
兩

下
に
日

有
り
、
日

中
に

赤
氣

有
り
、
來
た
り
て

宮
に
入
り
、
復
た
來
た
り
て

庭
紫

中
に
入
る
を
。

赤
氣

太
倉
中
に
塡
滿
す
。
赤
子

胃
管

中
に
當
た
り
て
正
に
南
面
し
て
坐
し
、

赤
氣
を

す

れ
ば
、

ち

く
。

（『
老
子
中
經
』
第
十
一
神
仙
）

ま
た
、『
洞
眞
太
一

君
太
丹

書
洞
眞
玄
經
』（
以
下
『
太
丹

書
』）
と
い
う
六

時
代
の

敎
經
典
に
も
同

の
方
法
が
見

え
る
。
鼻
孔
下
に
日

を
存
思
し
、
日
中
の

赤
氣
と

中
の

赤

氣
を
胃
に
流
入
さ
せ
、「
我
」
と
呼
ば
れ
る
神
を

う
。

「
我
」
は
修
行

自
身
の

に
存
思
さ
れ
る
。
體

の
「
我
」
に

供
給
さ
れ
る
日

の

氣
は
、

が
質
（
本
體
）
で
あ
り
、
氣
は

そ
れ
を
取
り

く
煙
で
あ
る
と

か
れ
る
こ
と
か
ら
、
日
は

の

本
體
が
赤
氣
で
煙
り
、

は

に
赤
の
本
體
が

氣
で
煙
る

態

で
あ
る
。

は
陰
、
赤
は
陽
を
表
す
か
ら�21
）、

赤
氣
は
陽
中
の
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陰
、
赤

氣
は
陰
中
の
陽
で
あ
る
。
こ
の
二
氣
が
胃
に
集
ま
り
、

そ
こ
に
神
と
一
體

し
た
「
我
」
が

に
赴
く
。

思
存
す
ら
く
、
兩
鼻
孔
下
、
左
に
日
有
り
、
右
に

有
り
、

日
中
に

赤

有
り
、

中
に
赤

有
り
。

は
、

二

の
質
な
り
。
色

は
、
日

の
煙
な
り
。
二

鬱
鬱
と

し
て
來
た
り
て

宮
に
入
り
、

宮
溢
滿
す
れ
ば
、
二
氣
復

た
上
り
て
洞

中
に
入
り
、
洞

中
鬱
滿
す
れ
ば
、

下
り

て

庭
中
に
至
る
。

庭
中
は
、
臍
下
三
寸
下
丹
田
宮
中
な

り
。
二

に
滿
つ
れ
ば
、

入
り
て
太
倉
中
に
塡
溢
し
、

二

洞
徹
し
て
、
鬱
鬱
と
し
て
胃
管
中
に
積
む
。
存
す
ら
く
、

太
一
上
行
し
て
正
に
胃
管
中
に
當
た
り
て
、
南
に
向
か
い
て

下
元
丹
田

庭
眞
人
を
呼
召
し
、
…
…
太
一
と
共
に
坐
し
、

を

す
る
こ
と
二
十
七
咽
。

（『
太
丹

書
』）

『
老
子
中
經
』
や
『
太
丹

書
』
に
お
い
て

わ
れ
る
神
が
宿

る
場
で
あ
る
胃
は
、
五
行
の
土
に

當
さ
れ
る

腑
で
あ
る
。
陽

中
に
陰
を
含
む
も
の
と
陰
中
に
陽
を
含
む
も
の
を
五
行
の
土
に
お

い
て
交
合
さ
せ
る
の
は
、
後
の

丹
に
よ
く
見
ら
れ
る
構
圖
で
あ

る�22
）。

末
頃
に
現
れ
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
外
丹
の
特

は
、『

易

參
同

』
の
用
語
を
用
い
て
新
た
に
構
築
し
た
煉
丹
の
理
論
を

え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
論
は

丹
と
も
共

し
て
い
て
、

鉛
汞
や
龍

や
日

で
表
さ
れ
る
陰
陽
二
物
の
合
一
に
よ
る
生

論
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
六

時
代
の
存
思
法
に
は

も
と
も
と
日

合
一
の
陰
陽

が

わ
っ
て
い
た
。

お
わ
り
に

鉛
や
水
銀
と
い
う
鑛
物
名
が
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
、

丹
が

立
し
た
後
も
そ
の
名
を
も
っ
て
藥
物
を
表
し
た
た
め
、
外
丹
か
ら

丹
が
生
じ
る
と
い
う
流
れ
で
煉
丹

の

史
が
と
ら
え
ら
れ
て

き
た
が
、
陰
陽
を
は
じ
め
と
す
る
理
論
の
活
用
と
い
う

點
か
ら

見
れ
ば
、
そ
の
流
れ
は
必
ず
し
も
外
丹
か
ら

丹
へ
の
一
方

行

と
い
う

純
な
も
の
で
は
な
い
。
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、『

易
參
同

』
が
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
、

丹
が
形

さ
れ
、

實

よ
り
も
む
し
ろ
理
論
を
重

す
る
外
丹
が
現
れ
た
。

丹
と
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理
論

外
丹
と
は
、
理
論
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、

丹

の

身
と
考
え
ら
れ
る
六

の
存
思
法
と
、

代
中
期
以

の
實

外
丹
と
が
、『

易
參
同

』
か
ら
同
じ

素
を

收
し
、

表
裏
の
關
係
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
緊
密
な
や
り
と
り
を
經
て
新
た
な

煉
丹

へ
と
生
ま
れ
變
わ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
生
ま

れ
變
わ
る
時
點
で
『

易
參
同

』
が
鉛
汞

を
提
供
し
た
、
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
話
は
わ
か
り
や
す
い
の
だ
が
、『

易
參
同

』
に
鉛
と
汞
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
は

か
れ
て
い
な
い
。

年
の

究
に
お
い
て
、『

易
參
同

』
を
淵
源
と
す
る
「
鉛
汞

派
」
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
、
鉛
汞
を
支
持
す

る

た
ち
が
『

易
參
同

』
を
鉛
汞
の

と
し
て

ぎ
出
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
う
い
う
經
緯
で
鉛
が
水
銀
の
相
方
と

し
て
定
着
し
た
の
か
、
鉛
汞
の
合
一
が
『

易
參
同

』
と
ど
う

結
び
着
い
て
い
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
を
解
き

か
す
こ
と
が
、

丹
と
外
丹
の

史
を
解
く
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

註�１
）
『
白
氏

集
』

六
十
二
「
思
舊
」「
閑
日
一
思
舊
、
舊

如
目

、

思
今
何
在
、
零
落

下
泉
。

之

流

、
一
病
訖
不

。

微
之

秋
石
、
未
老
身

然
。
杜
子
得
丹
訣
、

日

腥

、
崔

君
誇
藥
力
、
經

不
衣
綿
。
或
疾
或
暴
夭
、
悉
不

中
年
。
唯
予

不

、
老
命
反

。
況
在
少
壯
時
、
亦
爲
嗜
欲
牽
。
但
耽

與
血
、
不
識
汞
與
鉛
。
…
…
」。

�２
）
『
大
洞

眞
寶
經
修
伏
靈
砂
妙
訣
』
陰
陽
伏
制

火
候
飛
伏
訣

「
經
曰
、
陽

火
也
、
陰

水
也
。
陰
陽
伏
制
、
水
火
相
持
。
故

知
氷
炭
不
同
處
、

有

。
且
丹
砂
是
陽

、
而
須
陰
制
。

陰
制

水
也
。
當
用
曾
靑
・
空
靑
・
石
鹽
・
馬
牙

・
玄
英
・

石
、
是
也
」。

�３
）
『
大
洞

眞
寶
經
九

金
丹
妙
訣
』
中
三
品
陳
五
石
之
金
品
第

四
「
且
鐡

稟
南
方
陰
丁
之

、
結
而

形
。
銅

稟
東
方
乙
陰

之
氣
、
結
而

魄
。
銀
稟
西
方
辛
陰
之
神
、
結

而
爲
之
質
。
鉛

錫
俱
稟
北
方
壬
癸
之
氣
、
錫
受
壬

、
鉛
稟
癸
氣
、
陰

於
癸
、

故
鉛

稟
於
陰
極
之

也
。
金
則

稟
於
中
宮
陰
己
之
魄
」。

�４
）
『

易
參
同

』
上

「

年
、

丹
可
入
口
。
金
性

不
敗
朽
、
故
爲
萬
物
寶
。

士

之
、
壽
命
得
長
久
」。

�５
）

同

に
つ
い
て
は
、
村
上
嘉
實
「

易
參
同

に
お
け
る
同

の
思
想
」（『
中
國
古
代
科
學
史
論

續

』
京

大
學
人

科
學

究

、
一
九
九
一
年
）
參
照
。

�６
）
『

易
參
同

解
』「
至
寶
之
生
、
本
出
乎
太
陽
、
眞

結
靈
、

聚
秀

結

砂
、

其
中
已
有
眞
汞
、
眞
汞
離
母
、
則
曰
水
銀
、

水
銀
在
大
冶
之
中
、
爲
太
陽

煉
、

久
凝
爲
白
銀
、
白
銀

久

三
二

鉛
汞
小
考
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始
變

金
」。

�７
）

句
六
十
四
首
中
の
一
首
。『
紫
陽
眞
人
悟
眞

註
疏
』
は
三

句
目
を
「
萬
般
非

徒
爲
巧
」
に
作
る
。

�８
）
『
參
同

』
と
い
う
書
名
が
現
れ
る
の
は
、
後

の
虞
翻
の
易

（
原
書
は
散
佚
。

『
經
典
釋

』
に
引
用
さ
れ
る
）
が

も

早
い
。
虞
翻
は
『
參
同

』
と
い
う
書
物
か
ら
引
用
す
る
か
た
ち

で
、「
易
」
の
字
は
「
從
日
下

」
と

べ
て
い
る
。
こ
れ
と
同

じ
表
現
は
現
存
す
る
『

易
參
同

』
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、

「
日

爲
易
」
の
句
が
見
え
る
。
晉
の
『
抱
朴
子
』

に

「
魏
伯
陽

經
」
と
見
え
る
が
、『

易
參
同

』
を
指
す
の
か
ど

う
か
は

ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
梁
の
陶
弘
景
が
『
眞

』

十

二
に

し
て
「
易
參
同

」
を
引
用
す
る
が
、
現
行
の
『

易
參

同

』
と
は
一
致
し
な
い
。『

易
參
同

』
と
い
う
書
物
が
存

在
し
た
こ
と
を
示
す
確
實
な
記

と
し
て
は
、『
舊

書
』
經

志
が
魏
伯
陽
の

作
と
し
て
『

易
參
同

』
二

と
『

易
五

相

』
一

を

げ
る
の
が

も
早
い
。『

易
參
同

』
の

立
に
つ
い
て
は
、
王

「

易
參
同

考
證
」（『
國
立
中
央

究

院

史
言
語

究

集
刊
』
第
十
九
本
、
商
務
印
書

、
一
九
四

七
年
）、
鈴
木
由

『

易

究
』（

德
出
版
社
、
一
九
六
三

年
）、
第
四
部

易
參
同

の

究
、
第
一

易
參
同

の

立
、
陳
國
符
「

易
參
同

與

丹
外
丹
」（『

藏
源
流

考
』
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
）、
福
井
康
順
「

易
參
同

考
」

（『
東
方
學
會
創
立
二
十
五

年
記
念

東
方
學
論
集
』
東
方
學
會
、

一
九
七
二
年
）、
吾
妻
重
二
『
宋
代
思
想
の

究
｜
儒
敎
・

敎
・
佛
敎
を
め
ぐ
る
考
察
』（
關
西
大
學
出
版
部
、
二
〇
〇
九

年
）、
Ⅱ

敎
の

究
、
第
一

『
易
敎
』
の
理
論
と

敎
、
二

煉
丹

と
『
易
敎
』
｜
『

易
參
同

』
に
つ
い
て
、
參
照
。

�９
）
『

家
神
品
丹
法
』

二
に
收

さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
孟

甫

と
い
う
人
物
が
至
人
に
出
會
っ
て
藥
物
を
傳
授
さ
れ
、『
金
丹

參
同

』
を
作
っ
た
と

べ
ら
れ
て
い
る
。
陳
國
符
『
中
國
外

丹

白
法
考
』（
上

古

出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
鉛
汞
擬

考
源
、
山
田
慶
兒
『
本
草
と
夢
と

金

と
』（

日
新
聞
社
、

一
九
九
七
年
）
紫
金
の
光
、
姜
生
・
湯
偉
侠

『
中
國

敎
科

學
技

史
』
南
北

隋

五
代

（
科
學
出
版
社
、
二
〇
一
〇

年
）
第
十
二

は
中

か
ら
五
代
末
の

立
と
し
、
ニ
ー
ダ
ム

S
C
IE

N
C
E
 
A
N
D
 
C
IV

IL
IS

A
T
IO

N
 
IN

 
C
H
IN

A
,

v
olm

e5,
C
hem

istry a
n
d C

h
e m

ica
l T

ech
n
olo

g
y
,
p
a
r4,

C
a
n
brid

ge U
niv

ersity P
ress,

1980,
p
p257

�258

、
は
宋
代

と
す
る
。

（
10
）

欽
偉
剛
氏
は
、
彭
曉
『

易
參
同

眞
義
』
は
朱
熹
『

易

參
同

考
異
』
本
の
基
準
で
改
正
さ
れ
、
南
宋
後
期
に
刊
行
さ
れ

た
と
す
る
（「
朱
熹
と
『
參
同

』
テ
キ
ス
ト
」、『
中
國
哲
學

究
』
第
十
五
號
、
東
京
大
學
中
國
哲
學

究
會
、
二
〇
〇
〇
年
）。

三
三

鉛
汞
小
考
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（
11
）

『

易
參
同

』

釋

鉛
汞
が
反
應
す
る

子
に
解
釋
さ
れ
る
『

易
參
同

』
中
の
語
句

鉛
汞
に
解
釋
さ
れ
る
『

易
參
同

』

中
の
語

・
無

名

氏

（『

藏
』
容
字

號
）

※
１

離
匡
郭

天
地
設
位
而
易
行
乎
其
中
矣

幽

淪
匿

�鉛
）・
離
�汞
）

戊

、
離
己
日
光
、
日

爲
易
、
剛
柔
相
合

戊
�鉛
）・
己
�汞
）╱

�鉛
）・
日
�汞
）

靑
赤
白
黑
、
各
居
一
方
、
並
由
中
宮

稟
戊
己
之
功

出
入
更

舒

靑
�汞
）・
赤
�

砂
）・
白
�金

）・
黑
�鉛
）

雄
陽
播
玄
施
、
雌
陰

雄
陽
�汞
）・
玄
�鉛
）・
雌
陰
�金
公
）※
２

混
沌

交
接
、
權
輿
樹
根
基

冠
婚
氣
相
紐

樹
�汞
）・
根
基
�

）※
３

故
易
統
天
心

易
�鉛
汞
）

與
兎
煥
、
日

兩
氣
雙
、

氐
卦

、
兎

吐
生
光

東
北
喪
其

�鉛
）・
兎
�汞
）

壬
癸

甲
乙

壬
癸
�鉛
）・
甲
乙
�汞
）

原
本

、

照
形
骸
、
閉
塞
其

、
築
固
靈
株
、
三
光
陸
沈
、

子
珠

靈
�汞
）・
株
�金

）・
子
珠
�汞
）

知
白
守
黑
、
神

自
來
、
白

金

、
黑

水
基
、
水

樞
、
其
數
名
一

白
�水
銀
）・
黑
�金
公
）

若
有
若

、
髣
髴
大
淵
、
乍
沈
乍

之

白
、

之
則
朱

混
而
相
扶

有
�汞
）・

�鉛
）

陰

厭
一
九
、
濁

弄
元

一
�鉛

）・
九
�汞
）

氣
鳴
腸
胃
、
吐
正

百
脈
鼎
沸
馳
、
不
得
淸
澄
居

遽
以
夭
命
死
、
腐
露
其
形
骸

正
�汞
）・

�鉛
）

法
鼎
爐
、
白

爲

樞
、
汞
日
爲
流
珠
、
靑
龍
與
之
俱

白

�金

）・
靑
龍
�汞
）

東
以
合
西
、
魂
魄
自
相
求

東
�汞
）・
西
�鉛
）╱
魂
�汞
）・
魄
�鉛
）

三
四

鉛
汞
小
考
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上
弦

數
八
、
下
弦
數
亦
八
、
兩
弦
合
其

、
乾
坤
體
乃

、
二
八
應
一
斤
、

易

正
不
傾

朔
受
日
之
符

呼

相
貪
欲
、
佇
思
爲
夫

上
弦
�汞
）・
下
弦
�鉛

）

水

火

滅
、
俱
死

厚
土

水
�鉛
）・
火
�汞
）

金
以
砂
爲

、
稟
和
於
水
銀

以
金
爲

防
、
水
入
乃
優
游

金
�鉛

）

・
陰
長
生※

４

金
以
砂
爲

、
稟
和
於
水
銀
（
上

）

同

易
施
功

、
非
種

爲
巧
（
下

）

砂
�

）

五
代
・
彭
曉

（『

易
參
同

眞
義
』）

以
無
治
有
、

用

空
（
上

）

滑
若
鉛
（
中

）

無
�汞
）・
有
�鉛
）

河
上
女宅
女
、
靈
而

神
、
得
火
則
飛
、
不
見
埃
塵
、
鬼

龍
匿
、
莫
知

存
、

將
欲
制
之
、

爲
根
（
中

）

枝

華
葉
、
果
實
垂
布
、
正
在
根
株
（
下

）

河
上
宅
女
�眞
汞
）・

�眞
鉛
）

南
宋
・
朱
熹

（『

易
參
同

考
異
』）

知
白
守
黑
、
神

自
來
（
上

）

法
鼎
爐
、
白

爲

樞
、
汞
日
爲
流
珠
、
靑
龍
與
之
俱
、

東
以
合
西
、

魂
魄
自
相
拘
（
上

）

白
�汞
）・
黑
�鉛
）

白

�鉛
）・
靑
龍
�汞
）╱
東
�汞
）・
西
�鉛
）

╱
魂
�汞
）・
魄
�鉛
）

南
宋
・
陳
顯
微

（『

易
參
同

解
』）

離

（
上

）

金
以
砂
爲

、
稟
和
于
水
銀
、
變

由
其
眞
、

始
自
相
因
、
欲
作

仙
、

宜
以
同

（
上

）

離
�鉛
汞
）

宋
末
元

・
兪

（『

易
參
同

發
揮
』）

之

白
、

之
則
朱
（
上

）

作
鼎
爐
、
白

爲

樞
、
汞
日
爲
流
珠
、
靑
龍
與
之
俱
（
上

）

欲
作

仙
、
宜
以
同

、
植
禾
當
以
黍
、

用
其
卵
（
上

）

朱
�朱
汞
）

陽
稟
陰
受
、
雄
雌
相
須
（
中

）

在
義
設
刑
、
當
仁
施
德
（
中

）

雄
雌
�鉛
汞
）

太
陽
流
珠
、
常
欲
去
人
、
卒
得
金
華
、
轉
而
相
因
、

爲
白
液
、
凝
而
至
堅
、

金
華
先

、
有
頃
之

、
解

爲
水
、
馬
歯

干
、
陽
乃

和
、

性
自
然

（
中

）

太
陽
流
珠
�靈
汞
）・
金
華
�眞
鉛
）

三
五

鉛
汞
小
考
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慈
母
育

、
孝
子
報
恩
、

相

嚥
、
咀
嚼
相
呑
、
嚴
父
施
令
、
敎
敕
子
孫

（
中

）

惑
守
西
、
太
白
經
天
、

氣

臨
、
何
有
不
傾
（
中

）

河
上
女宅
女
、
靈
而

神
、
見
火
則
飛
、
不
見
埃
塵
、
鬼

龍
匿
、
莫
知

存
、

將
欲
制
之
、

爲
根
（
中

）

河
上
宅
女
�眞
汞
）・

�眞
鉛
）

丹
砂
木

、
得
金
乃
�
、
金
水
合
處
、
木
火
爲
侶
、
四

渾
沌
、
列
爲
龍

（
中

）

同

易
施
功

、
非
種

爲
巧
（
下

）

金
�鉛
）╱
龍
�汞
）・

�鉛
）

元
・
陳
致

（『

易
參
同

分

』）

佇
思
爲
夫

（
上

）

九
五
飛
龍
、
天
位
加
嘉
、
六
五
坤
承
、
結
括

始
、

衆
子
、
世
爲

母

（
中

）

八

六
居
（
中

）

慈
母

育
、
孝
子
報
恩
、
嚴
父
施
令
、
敎
敕
子
孫
（
中

）

八
�汞
）・
六
�鉛
）

河
上
女宅
女
、
靈
而

神
、
得
火
則
飛
、
不
見
埃
塵
、
鬼

龍
匿
、
莫
知

存
、

將
欲
制
之
、

爲
根
（
中

）

宅
女
�陰
汞
之

）・

�眞
一
之
鉛
）

丹
砂
木

、
得
金
乃
�
（
中

）

金
�先
天
之
鉛
）

本
之
但
二
物

、
末
而
爲
三
五
（
下

）

二
物
�鉛
汞
）

陰
火
白
、

鉛
、
兩
七
聚
、
輔

人
（
下

）

陰
火
�砂
）・

�鉛
）

無
名
氏

（『

藏
』
映
字

號
）

※
５

原
本

、

照
形
軀
（
上

）

法
鼎
爐
、
白

爲

樞
、
汞
日
爲
流
珠
、
靑
龍
與
之
俱
、

東
以
合
西
、

魂
魄
自
相
拘
、
上
弦

數
八
、
下
弦
艮
亦
八
、
兩
弦
合
其

、
乾
坤
體
乃

（
上

）

上
弦
�鉛
）・
下
弦
�汞
）

靑
龍
處

六

、
春
華
震
東
卯
、
白

在
昴
七

、
秋
芒

西
酉
、
朱
雀
在
張

二

、
正
陽

南
午
、
三

俱
來

、
家
屬
爲
親
侶
、
本
之
但
二
物

、
末

而
爲
三
五
、
三
五

與
一

、

集

二

、
治
之
如
上
科

、
日
數
亦
取
甫

（
下

）

六
�鉛
）・
七
�汞
）╱
二
物
�鉛
汞
）
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�12
）

た
と
え
ば
、
福
井
康
順
氏
は
、
傳
本
、

と
も
に

確
で
は

な
い
こ
と
か
ら
、
現
行
の
『

易
參
同

』
は
後
世
の

作
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

�８
）

福
井
論

參
照
。

�13
）
『
日

玄
樞
論
』
は
、「

金
也
、
龍

汞
也
」、
ま
た
は

「
殊
不
知

雖
出
於
鉛
、
實
非
鉛
也
」
と
も
い
う
。

�14
）

張
元
德
撰
『
丹
論
訣
旨
心
鑑
』
の
他
に
、
南
陽
張
玄
德
撰
『
丹

論
訣
旨
心
照
五

』
と
題
す
る
テ
キ
ス
ト
が
『
雲
笈
七
籤
』

六

十
六
に
收

さ
れ
て
お
り
、

字
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。
一
〇
一

九
年
に

立
し
た
『
雲
笈
七
籤
』
に
收
載
さ
れ
、

中
に
北
宋
の

馬
自
然
の
歌
訣
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
北
宋

頃
の

立
と

推
測
さ
れ
る
。

�15
）
『
雲
笈
七
籤
』
本
に
よ
っ
て
「

砂
」
を
補
っ
た
。

�16
）
『
大
丹
鉛
汞
論
』
は

の
金
竹
坡
の

作
と
さ
れ
て
い
る
が
、

『
悟
眞

』
を
引
用
す
る
の
で
、
北
宋
以
降
の

立
で
あ
る
。『
大

丹
鉛
汞
論
』
第
三
に
、
鉛
汞
を

し
て
「
張
眞
人
曰
、
不
識
眞

鉛
正

宗
、
萬
般
作
用
枉
施
功
。
鍾
離
先
生
曰
、
抱
太
一
之

爲

八
石
之
首

、
朱
砂
也
。
砂
中
有
汞
、
汞
乃
砂
之
子
也
。
抱
太
一

之

爲
五
金
之
首

、
鉛
也
。
鉛
中
有
銀
、
銀
乃
鉛
之
子
也
。

取

、
鉛
中
銀
、
易
取

、
砂
中
汞
。
鉛
汞
相
合
、

爲
至

寶
」
と
い
う
。
張
眞
人
は
張
伯
端
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
引
か

れ
る
二
句
は
『
悟
眞

』
に
見
え
、
鍾
離
先
生
の
語
は
『
鍾
呂
傳

集
』
論
鉛
汞
お
よ
び
『
西
山
群
仙
會
眞
記
』
眞
鉛
汞
に
見
え
る
。

�17
）
『
入
藥
鏡
』「
托

婆
、
媒
宅
女
、

地
、

」。

�18
）
『
陰
符
經
』「
天
地
萬
物
之
盗
、
萬
物
人
之
盗
、
人
萬
物
之
盗
、

三
盗

宜
、
三
才

安
」。「
三
才
相
盗
」
の
語
は
『
悟
眞

』
に

も
見
え
る
。

�19
）
『

樞
』
本
は
「
至
於
餌
一
藥
、

一
丹
、
獲

長
生

、

目

見
多
矣
」
の
一

を
缺
く
。

�20
）
『

藏
』
本
『
太
上

庭

景
玉
經
』、『
雲
笈
七
籤
』
本
『
上

淸

庭

景
經
』、『
藏
外

書
』
本
『
上
淸

庭

景
經
』、『

※
１

無
名
氏

は
、『

易
參
同

』
本

の
上

の
み
を
收

す
る
二

本
（『

藏
』
容
字
號
）
と
、
本

收

す
る
三

本
（『

藏
』
映
字
號
）
と
二
種

存

在
す
る
。
陳
國
符
氏
は
、
容
字
號
の
無
名
氏

は

代
に

立
し
た
と
推
測
し
て
い
る
（『

藏
源
流
續
考
』
臺
灣
・

書
局
、
一
九
八
三
年
、

收
「
中
國
外
丹

白
法
經
訣
出
世

代
考
」）。

※
２

「
金
公
」
は
鉛
の

。

※
３

無
名
氏

お
よ
び
陰
長
生

に
お
い
て
、「

」「
金

」
は
汞
を
投
じ
た
鉛
中
か
ら
出
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

※
４

代
の
陰
長
生
に

託
さ
れ
る
が
、

代
の

立
と
見
ら
れ
て
い
る
。
※
１

陳
國
符
論

參
照
。

※
５

欽
偉
剛
氏
は
、『

藏
』
映
字
號
の
無
名
氏

は
南
宋
中
期
以
後
の

立
と
す
る
。

�10
）

欽
偉
剛
論

參
照
。
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庭
經
箋
註
』
は
「
玉
漿
」
を
「
玉
英
」
に
作
る
。

�21
）
『
太
上
玉

金

太
極
金
書
上
經
』
玄
眞
洞
飛
二
景
寶
經
に

「
日
色
赤
、

色

」
と
い
う
。

�22
）

拙

『
不
老
不
死
の
身
體
｜

敎
と
「
胎
」
の
思
想
』（
大
修

書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
五
「
胎
」
の
技
法
か
ら

丹
へ
、
參

照
。

寄

稿

規

集

委

員

會

一
、
寄
稿

は
本
學
會
員
に
限
り
ま
す
。

二
、
枚
數
制
限
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。
必
ず
完

原
稿
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

論
考

四
百
字
詰
四
十
枚

度

究
ノ
ー
ト

四
百
字
詰
二
十
枚

度

書

・
新
刊
紹
介

四
百
字
詰
十
枚

度

國
際
學
界
動
向

四
百
字
詰
十
枚

度

な
お
、
論

寄
稿
の
場
合
に
は
、
左
記
の
論

旨
を
添
附
し
て
く
だ
さ
い
。

○
外
國
語
に
よ
る
論

旨

旨
の
作

は
原

に
一
任
い
た
し
ま
す
が
、

集
委
員
會
が
校

訂
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
外
國
語
は
原
則
と
し
て
英
語
と
し
、
語

數
は
三
百
語

度
と
し
ま
す
。
中
國
語
表
記
は
ウ
ェ
ー
ド
方
式
、
あ

る
い
は

（
ピ
ン
イ
ン
）
方
式
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
外
國
語
に
よ
る
論

旨
の
日
本
語
原

投
稿
に
際
し
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
寄
稿

項
、
原
稿
整
理
票
を

參
照
し
て
く
だ
さ
い
。

○
本
誌
に

載
さ
れ
た
原
稿
は
、
發
行
よ
り
三
年
經

し
た
後
に
ウ
ェ

ブ
上
に
て
公
開
さ
れ
ま
す
。
ウ
ェ
ブ
で
の
公
開
を
承
諾
さ
れ
な
い
方

は
投
稿
時
に
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

な
お
公
開
さ
れ
る
場
合
も

作
權
は
執
筆

に
あ
り
ま
す
。（
詳
し

く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

く
だ
さ
い
。）

三
、
原
稿
締
切
は
、
六

二
十
日
、
十
二

二
十
日
と
い
た
し
ま
す
。

四
、

容
は
未
發
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

否
は
、
當
學
會
に
御
一
任
く
だ

さ
い
。

五
、

刷
を
御
希

の
方
は
、
有
償
で
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
ま
た
は
印
刷

子
を

作

い
た
し
ま
す
。

六
、
特
殊
製
版
（
圖
版
・
寫
眞
版
な
ど
）、
組
み
替
え
な
ど
の
費
用
は
寄
稿

の

と
な
り
ま
す
。

付
先

〒
���
�����

大

府
堺
市
中
區
學
園
町
一
｜
一

大

府
立
大
學
人

社
會
學

究
科
大
形
徹

究
室

日
本

敎
學
會
事
務
局

電
話

〇
七
二
｜
二
五
四
｜
九
六
二
二

E
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a
il:
in
fo
＠
ta
o
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.jp
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