
松
下

信

『

金
元

敎

丹
思
想

究
』

吾

妻

重

二

本
書
は
中
國

世

敎
思
想
を

究
し
て
こ
ら
れ
た
松
下
氏
の

作
で
、
修
士
論

お
よ
び
博
士
論

を
中
心
に

年
の
論
考
を

加
え
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

は
こ
の
よ
う
な
大
作

を
書

す
る
の
に

任
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
か
つ
て
こ
の
分
野

で
い
く
ら
か
論

を
發
表
し
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
以
下
、

容

を
紹
介
す
る
と
と
も
に
少
し
コ
メ
ン
ト
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
と
す
る
。

ま
ず

例
に
從
い
、
目

に
よ
っ
て

容
を
示
せ
ば

の
と
お

り
で
あ
る
。

Ⅰ

・
金
・
元
代
の

丹

お
よ
び

眞
敎
に
お
け
る
性
命

序

「
新

敎
」

考

眞
敎

究
の
枠
組
み
に

つ
い
て
の

討

第
一

代
の

丹

に
お
け
る
性
命

と
そ
の

相

第
一

眞
敎
南
宗
に
お
け
る
性
命

の
展
開

第
二

白
玉

と
そ
の
出
版
活
動

眞
敎
南
宗
に

お
け
る
師
授

識
の
克

第
二

金
代
の

眞
敎
に
お
け
る
性
命

と
そ
の

相

第
一

牧
牛
圖
頌
の

眞
敎
と

學
へ
の
影

圓

老
人
『
上
乘
修
眞
三

』
と

定
「
牧
牛
圖

詩
を
中
心
に

第
二

眞
敎
の
性
命

に
見
え
る
機
根
の
問
題
に
つ
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い
て

南
宗
と
の
比
較
を
中
心
に

第
三

眞
敎
に
お
け
る
志
・
宿
根
・

賢
の
提

丹

に
お
け
る
身
體
と
い
う
場
を
め
ぐ

っ
て

第
三

元
代
の

眞
敎
に
お
け
る
性
命

と
そ
の

相

第
一

『

丹

訣

赤
子
神
方
』
と
『
抱
一
函
三

訣
』
に
つ
い
て

丹

流
派
と

眞
敎
の

融
合
の
一

相

第
二

趙
友
欽
・
陳
致

の
性
命

に
つ
い
て

い

わ
ゆ
る
「

眞
敎
の

落
」
を
め
ぐ
っ
て

補
論
一

丹
と
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム

人
・
嬰
兒
・

中

補
論
二

日
本
に
お
け
る

眞
敎
南
宗

究
の
動
向
に
つ
い

て

Ⅱ

神

と

丹
思
想

吉
田
神

に
お
け
る

丹

の
受

容
に
つ
い
て

第
一

『
陳
先
生

丹
訣
』
の

丹

と
そ
の
傳
授
に
つ

い
て

第
二

吉
田
神

に
お
け
る

敎
の
影

に
つ
い
て

『
北
斗
經
』
と

丹

の
關
係
を
中
心
に

料

天
理
大
學
附
屬
天
理
圖
書

吉
田

庫
藏
『
太
上

老
君

常
淸
靜
經
』

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
第
一
部
と
第
二
部
に
大
き
く
分
か
れ
、

第
一
部
で
は

金
元
の

丹
思
想
と

眞
敎
を
め
ぐ
っ
て
、
第
二

部
で
は
日
本
の
神

と

丹
思
想
の
受
容
に
つ
き
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
し
分
量

に
は
第
一
部
が
三

に
分
け
ら
れ
て
本
書
の

大

を
占
め
、
こ
ち
ら
の
方
に
重
點
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
も
そ
も
「

丹
」
が
「
外
丹
」
に
對
す
る
語
で
あ
る
こ
と
、

外
丹
が
鑛
物
や
藥
物
を

合
し
て
不
老
長
生
の
丹
藥
を
作
る
技

な
の
に
對
し
、

丹
が
體

の
氣
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
瞑
想
を
用

い
た
身
體
技
法
で
あ
る
こ
と
、
外
丹
が

末
以
降
、
藥
物
中
毒

を
生
ん
だ
こ
と
な
ど
に
よ
り

す
る
と

丹
が
そ
れ
に
代
わ
っ

て
勃
興
し
、
以
後
、

敎
の

な
修

法
と
な
る
こ
と
な
ど
は
、

す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
事

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
こ
に
「
性
命

」
と
い
う
そ
の
「
性
命
」
も

丹
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に
も
と
づ
く
タ
ー
ム
で
、
ご
く

に
い
え
ば
「
性
」
が

神
を
、

「
命
」
が
身
體
を
表
わ
す
。

丹
に
お
い
て
は

神

悟
り
と
身

體

長
生
が
と
も
に
目
指
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
理
論
と
し
て
「
性

命

」
が
多

な
展
開
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

第
一
部
の
序

で
は
本
書

體
の

點
が
示
さ
れ
る
。
か
つ
て

眞
敎
を
「
新

敎
」
と
呼
ん
だ
常
盤
大
定
、
陳
垣
、
窪
德
忠
ら

の

究
を

考
し
、
そ
の

究
枠
組
み
を
見
直
す
べ
き
こ
と
を

く
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
敎
改
革
を
念

頭
に
置
い
た
り
（
常
盤
、
窪
）、
日
中

時
の
民
族

抵
抗
を

投
影
さ
せ
た
り
し
て
（
陳
）、
こ
れ
を
「
新
」
と
名
づ
け
た
が
、

そ
の
た
め
後
に

り
入
れ
ら
た

丹

や
齋

を
呪

宗
敎
も
し

く
は
「

信
」、
あ
る
い
は
政
治
權
力
と
結
び
つ
い
た
「

落
」

と
批

し
、
そ
の
結
果
、

眞
敎
の
理
解
に

向
が
生
じ
て
し
ま

っ
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
「
新

敎
」
と
「
舊

敎
」
の

を
必

以
上
に

す
る

險
性
を
は
ら
む
と
も
い

う
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
「「

代
」
と
い
う
烙
印
」
か
ら
離

れ
て
「

料
に
も
と
づ
く
實
證

義

な

究
を

め
て
い
く
こ

と
」
が
必

だ
と
す
る
（
四
二
頁
）。

第
一

で
は

代
に
お
け
る
性
命

の

相
が
論
じ
ら
れ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
性
命

」
と
は

し
た

神
お
よ
び
身
體
の

修

の
こ
と
で
、
第
一

で
は
ま
ず
北

の
張
伯
端
『
悟
眞

』

の

丹
思
想
を
論
じ
、
つ
い
で
張
伯
端
以
後
、
南

に
お
い
て
形

さ
れ
る
「
南
宗
」

北
方
に

こ
っ
た

眞
敎
を
「
北
宗
」

と
呼
ぶ
の
に
對
し
て
い
う

の
傳
授
系

を

討
し
た
う
え

で
、

光
と
白
玉

と
い
う
代
表

人
物
の
性
命

を
詳
論
し
、

さ
ら
に
白
玉

以
後
の

丹
家
で
あ
る

無

お
よ
び
李

易

の
性
と
命
の
關
係
が
實
證

に
た
ど
ら
れ
る
。

彼
ら
の
性
命

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た

こ
と
が
示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
「
禪
宗
と
の
思
想

格
闘
」（
一
三
六
頁
）
の
中
で
行
わ
れ
た
と
い
う
指
摘
は
そ
の
と

お
り
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
張
伯
端
の
性
命

が
禪
宗
の
不
足
を
補

う
た
め
「

悟
漸
修
」
を

す
る
こ
と

空
寂
を

悟
し
た

あ
と
も
、

漏
を

す
た
め
の
漸

な

丹
修

が
必

だ
と

す
る

、
ま
た
白
玉

の

丹

が
性
を
修
め
る
に
當
た
っ
て

禪
宗
に
よ
ら
ず
と
も
よ
い
と
し
て
『
悟
眞

』
の
い
う
「
命
か
ら

性
へ
と
い
う
構
圖
を

す
」（
九
二
頁
）
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
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の
は
、
重

な
論
點
と
思
わ
れ
る
。
白
玉

は
張
伯
端
の
よ
う
に

命
功
と
性
功
を
分
け
ず
、
命
功
の
中
に
性
功
を

さ
せ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一

は
百
ペ
ー
ジ
に

い
雄

で
あ
り
、

讀
み
應
え
の
あ
る
論

と
な
っ
て
い
る
。

第
二

は
、
白
玉

と
そ
の

作
の
出
版
に
つ
い
て
論
じ
る
。

本
來
、
丹

を
他
人
に
漏
ら
す
と
天
譴
が
降
る
と
い
う
恐
れ
か
ら

丹

は

訣
と
し
て
口
傳
さ
れ
た
の
だ
っ
た
が
、
天
譴
を
懼
れ

ず
に
こ
れ
を
世
に
廣
め
、
出
版
す
る
と
い
う
轉
換
が
南

に
お
い

て

こ
っ
た
と
し
、
翁
葆
光
、
陳
楠
お
よ
び
白
玉

に
お
け
る
傳

授
理
解
を

討
す
る
。

丹

の

の
仕
方
に
關
し
て
一
石
を

投
じ
る
考
察
と
い
え
よ
う
。

第
二

で
は
、
金
代
す
な
わ
ち

眞
敎
勃
興
期
の
性
命

が
論

じ
ら
れ
る
。

第
一

で
は
禪
宗
の
牧
牛
圖
（
十
牛
圖
）
に

似
す
る

眞
敎

系
の
圓

老
人
『
上
乘
修
眞
三

』
お
よ
び
儒
學
系
の

定
「
牧

牛
圖
詩
」
を
取
り
上
げ
、

が
牛
で
は
な
く
馬
を
用
い
る
な
ど
、

禪
宗
の

純
な
模
倣
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想

立
場
か
ら
の

表
現
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

料
に
よ
り
論
じ
つ
つ
、
牧
牛
圖

の
モ
チ
ー
フ
が
、
性

の
面
で
佛
敎
・

敎
・
儒
敎
い
ず
れ
に
も

廣
く
影

を

ぼ
し
た
と
指
摘
す
る
。

第
二

で
は
、

眞
敎
に
お
け
る
機
根
の
問
題
を
手
掛
か
り
に
、

王
重
陽
や
そ
の
弟
子
の
七
眞
の
性
命

を
南
宗
と
比
較
し
つ
つ
論

じ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
の

眞
敎
は

息
法
を
除
け
ば

修

法
に

義
を

め
ず
、

丹

も
放
擲
さ
れ
て
い
た
と
し
、

性
功
に
よ
っ
て
淸
淨
無
爲
の
境
地
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
命
功

も
お
の
ず
と

就
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し

て

眞
敎
は
上
根

立
場
を
と
り
、
一
切
の
手
段
を
與
え
る
こ
と

の
な
い
峻
烈
さ
を
も
つ
が
、
こ
れ
に
對
し
て
南
宗
は
中
下
根

あ

り
方
を
と
る
と
總
括
す
る
。

第
三

で
は
、
神
仙
に
よ
る
助
け
を

味
す
る
「

賢
の
提

」
の
語
が
こ
の
時
期
の

眞
敎
に
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
こ
と

に
着
目
し
、
そ
れ
を
、
種
々
の
修

法
が
放
擲
さ
れ
、
心
の

が
嚴
し
く
求
め
ら
れ
た
と
き
、
身
體
を
修
行
上
の
據
り
ど
こ
ろ
に

で
き
な
い
修
行

た
ち
の
宗
敎

不
安
に
よ
る
も
の
と
推
測
す
る
。

第
三

で
は
、
元
代
の

眞
敎
の
性
命

が

討
さ
れ
る
。

第
一

で
は
南

の

丹
書
『

赤
子
神
方
』
と
元
後
期
の
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眞
敎
徒
、
金

巖

『
抱
一
函
三

訣
』
を
取
り
上
げ
て
元
代
の

眞
敎
に
至
る

丹

の

筋
の
一
つ
を

ら
か
に
す
る
。
す
な

わ
ち
、
も
と
も
と
鍾
呂
派
の

丹
書
だ
っ
た
『

赤
子
神
方
』
は
、

南

末
の
蕭
應
叟
ら
が
張
伯
端
『
悟
眞

』
の
性
命

の
影

を

受
け
る
こ
と
で
改

が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
が
金

巖
に

承
さ
れ

た
と
い
う
。
他
の

書
も
交
え
た
論
證
は
や
や
複

で
あ
る
が
、

眞
敎
と

丹

の
融
合
と
い
っ
て
も

純
な
合
流
で
は
な
く
、

複
數
の

丹
流
派
が
關
係
し
て
い
る
こ
と
を
實
證

に
解

し
て

い
る
。

第
二

で
は
、
常
盤
大
定
ら
に
よ
っ
て
「

落
」
と
さ
れ
た
元

末
の
趙
友
欽
と
そ
の
門
人
陳
致

の
性
命

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

彼
ら
は
と
も
に

眞
敎
の
系

に

な
る
と
さ
れ
、
儒
佛
一
致
の

立
場
に
立
つ
趙
友
欽
は
釋

や

は
實
は

丹
の
修
業
を

就

さ
せ
て
い
た
と
い
う
「
奇

」
を

き
、
陳
致

も
こ
れ
受
け
て
、

仙
と
な
り
佛
と
な
る
た
め
の

は
「
金
丹
の

」
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
い
う
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
佛
敎
・
禪
宗
に
も
實
は
命
功
（

丹
）
が
存
在
し
て
い
る
と

く
こ
と
に
な
り
、

は
こ
れ
を

「
命
功
へ
の
回

」（
三
一
四
頁
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り

「

落
」
で
は
な
く
、

眞
敎
思
想
の
一
展
開
と
し
て
彼
ら
の

丹

を
と
ら
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
、
補
論
一
は
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
と

丹

を
め
ぐ
る
興

味
深
い
論
考
で
あ
り
、
補
論
二
で
は
日
本
に
お
け
る
南
宗

究
史

を
詳
細
に
跡
づ
け
て
い
る
。

以
上
の
第
一
部
に
續
い
て
、
第
二
部
は
日
本
神

と

丹
思
想

に
關
す
る

究
で
あ
り
、
天
理
大
學
吉
田

庫
藏
の
『
太
上
老
君

常
淸
靜
經
』
を
め
ぐ
る
考
察
と
な
っ
て
い
る
。
同
經
に
は
北

の
陳
朴
『

丹
訣
』
と
關

を
も
つ
『
修
眞
九
轉
丹

圖
』
が
附

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
一

で
は
『

丹
訣
』
の

丹

に
つ
き
分
析
を
加
え
、
鍾
呂
派
や
『
悟
眞

』
と
も
異
な
る
も
う

一
つ
の

丹

の
形

に
つ
い
て
論
じ
る
。
續
く
第
二

で
は
吉

田
神

に
與
え
た

敎
の
影

と
し
て
『
北
斗
經
』
と
『
修
眞
九

轉
丹

圖
』
を
詳
細
に

討
し
、
吉
田
神

で
は

眞
敎
な
り

丹
思
想
か
ら
の
影

は
限
定

で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

ま
た

料
と
し
て
吉
田

庫
藏
『
太
上
老
君

常
淸
靜
經
』
の
校

訂
テ
キ
ス
ト
を
多
數
の
關

本
を
用
い
て
作

し
て
お
り
有

で
あ
る
。
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以
上
、
ざ
っ
と

容
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
素
描
だ
け
か
ら
で

も
本
書
が
す
ぐ
れ
た
知
見
を
含
む
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

金
元
と
い
う
中
國

世
期
に
お
け
る

敎
史
を
叙

す
る
の
は
容

易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、「
性
」
と
「
命
」
を
め
ぐ
る
言

に
焦

點
を
當
て
て
そ
の
特
色
を
考
察
し
た
功
績
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

北

の
張
伯
端
に
始
ま
り
南

の
白
玉

ら
へ
と
發
展
す
る

丹

（
南
宗
）
と
、
少
し

れ
て
金
代
の
王
重
陽
に
始
ま
り
七
眞
へ

と
受
け

が
れ
る

眞
敎
（
北
宗
）
と
い
う
、
別
々
に
生
ま
れ
た

二
つ
の
大
き
な

敎
の
流
れ
が
、
南
北
を

統
一
し
た
元
代
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
ま
た
交
錯
・
融
合
し
て
い
く
の
か

そ
う
し
た

敎
史
の

相
の
重

な
領
域
を

ら
か
に
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
禪
宗
や

學
（
朱
子
學
）
な
ど
他

の
思

を

野
に
入
れ
て
い
る
の
も
本
書
の
裾
野
の
廣
さ
を
物
語

っ
て
い
る
。

新

料
の
發
掘
も
多
く
、『
抱
一
函
三

訣
』、『
太
上
老
君

常
淸
靜
經
』、

定
「
牧
牛
圖
詩
」
な
ど
の

討
に
そ
れ
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
感
心
す
る
の
は
、
本
書
の
用

到
さ
で
あ
る
。
先

行

究
を
丹
念
に
た
ど
り
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
着
實
な
分

析
を
行
っ
て
い
る
た
め
論
旨
に

得
力
が
あ
る
。

料
の
引

用
に
現
代
語
譯
を
つ
け
て
い
る
こ
と
も
行
き

い
た

慮
で
あ
る
。

こ
れ
に
關

し
て
、
第
一
部
補
論
二
に
附
せ
ら
れ
た
「

眞
敎

南
宗

究

目

略
」、

末
に
載
せ
ら
れ
た
「

眞
敎
師
承

系

圖
略
」
と
「

・
金
・
元
に
お
け
る

眞
敎
お
よ
び
關

人

物
生
卒
表
」、
お
よ
び
「
書
誌
」
は
ツ
ー
ル
と
し
て
も
有
用
で
あ

り
、
特
に
「
書
誌
」
は
關

先
行

に
關
す
る
網
羅

な
ビ
ブ

リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

末
に
附
さ
れ
る
索
引
も
き

わ
め
て
詳
細
で
、
本
書
の
價
値
を
一
段
と
高
め
て
い
る
と
い
え
よ

う
。

＊

こ
の
よ
う
に
本
書
は
從
來
の

究
レ
ベ
ル
を
一
段
と
引
き
上
げ

た

作
と
思
わ
れ
る
が
、
い
く
ら
か
氣
に
な
っ
た
點
を
三
つ

べ

た
い
。

一
つ
目
は
『
悟
眞

』
の

丹

理
解
に
つ
い
て
で
あ
る
。

は
『
悟
眞

』
の

丹

の
特
色
を
し
ば
し
ば
「

悟
漸
修
」

の
語
で

約
し
て
お
ら
れ
る
が
（
一
三
五
頁
、
二
四
一
頁
、
三
五
三
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頁
な
ど
）、

も
解

し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
本
來
、

『
悟
眞

』
が
佛
敎
（
禪
宗
、
性
功
）
に
對
し
て
、

悟
後
で
も
時

を
か
け
て

丹
を

し

漏
・
煩

を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
命
功
）
と
戒
め
た
も
の
で
あ
っ
て
（
六
〇
頁
以
下
）、
一
種

の
便
法
に
屬
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
性
と
命
の
關
係
は

「
先
性
後
命
」
に
な
る
が
、

丹

と
し
て
の
『
悟
眞

』
の
基

本

立
場
は
「
先
命
後
性
」（
五
五
頁
な
ど
）
の
は
ず
だ
か
ら
こ
れ

と
は

で
あ
る
。「

悟
漸
修
」
を

す
る
の
は

眞
敎
の

「

悟

修
」（
三
四
八
頁
）
と
の

い
を
際
立
た
せ
る
た
め
か
も

し
れ
な
い
が
、

丹

に
關
し
て
や
や

解
を
招
く

の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

二
つ
目
は
早
期

眞
敎
と

丹
と
の
關
係
で
あ
る
。
確
か
に
王

重
陽
や
七
眞
は

丹

に
批

で
あ
り
淸
淨
な
無
漏
の
境
地
を

第
一
義
に
目
指
し
た
が
、「

眞
敎
の

を
ひ
も
と
く
と
、
そ

こ
は
數
多
く
の

丹
の

語
で
滿
ち
て
い
る
」（
二
三
七
頁
）
と

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

丹
を
ま
っ
た
く
無

し
た
の
で
は
な
い

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
丘
處
機
や
馬
丹
陽
ら
が
淸
淨
無
爲
の
境

地
に

す
れ
ば
九
年

で
「
丹
田
」
が
結
ば
れ
る
と
語
っ
た
り
、

丹
用
語
で
あ
る
「

交

」
の
語
を
用
い
た
り
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
見
る
と
（
二
一
五
頁
以
下
）、
早
期

眞
敎
に
と
っ
て
も

丹
は

な
る
比
喩
以
上
の

味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
ま
た
も
し
、

に
淸
淨
無
爲
の
境
地
を
目
指
す
だ
け
な
ら
ば
、

禪
宗
と
の

い
が

ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
す
る
と
、「

眞
敎
で
は

丹

を
有
爲
法
で
あ
る
と
し
て
放

擲
し
た
」（
二
四
二
頁
）
と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は

討
の
餘

地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
張
伯
端
に
先
立
っ
て

立
し
て
い
た

鍾
呂
派
と
の
關
係
も
含
め
、
早
期

眞
敎
に
お
け
る

丹
の
位
置

づ
け
に
つ
い
て
は
、
い
っ
そ
う
考
察
を

め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
う

第
で
あ
る
。

三
つ
目
は
、

眞
敎
そ
の
も
の
の

究
に
つ
い
て
で
あ
る
。
序

に
お
い
て

は

眞
敎

究
の

點
の
見
直
し
に
つ
き

べ

ら
れ
た
が
、
本
書
は
も
っ
ぱ
ら

丹
思
想
に
焦
點
が
當
て
ら
れ
、

眞
敎
の
思
想

般
や
宗
敎
敎
團
と
し
て
の
考
察
、

價
に
ま
で

は

ん
で
お
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん

蜀
と
い
う
も
の
で

あ
る
が
、
今
後
、
こ
う
し
た
方
面
に
つ
い
て
も
我
々
を
裨

し
て

い
た
だ
き
た
い
。
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さ
て
、

が
『
悟
眞

』
に
關
す
る
拙
論
を
書
い
た
の
は
も

う
三
十
數
年
も

の
こ
と
で
、
當
時
は

丹
思
想
に
關
す
る

究

は
微
々
た
る
も
の
で
心
細
い
か
ぎ
り
で
あ
っ
た
が
、
本
書
を

讀

し
て

究
が
「
こ
こ
ま
で
き
た
か
」
と
い
う
感
を
深
く
し
た
。

は
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
日
本
・
中
國
・

米
な
ど
の

究

果
を
十
分
ト
レ
ー
ス
し
て
お
ら
ず
、

讀
し
て
い
る
點
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ

新
の
重
厚
な

究
に
よ
り

の

機
會
を
與
え
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
Ａ
５
版
、
五
三
七
頁
、
二
〇
一
九
年
二

古
書
院
、

一
三
〇
〇
〇
圓
（

別
））
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