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集
大
成

気
功
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は
じ
め
に

　　　
古
代
中
国
に
〝
假
傳
萬
言
書
、
眞
傳
一
張
紙
〞
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　
も
し
気
功
と
い
う
も
の
を
表
面
的
な
知
識
で
書
く
の
で
あ
れ
ば
、
何
万
ペ
ー
ジ
に
も
わ
た
る
本

が
書
け
ま
す
。
で
も
本
当
に
大
切
な
部
分
、
真
髄
を
書
こ
う
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ
ほ
ど
厚
い
本
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
簡
潔
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
大
切
な
こ
と
を

書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
気
功
を
学
び
に
く
る
生
徒
の
方
々
の
中
に
は
、
気
功
を
神
秘
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
方
も
い

ま
す
。
ま
た
、
気
功
を
学
ぶ
と
身
体
が
軽
く
な
っ
た
、
風
邪
を
ひ
か
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
方
も

い
ま
す
。
で
も
気
功
の
世
界
は
そ
れ
だ
け
の
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
気
功
は
そ
の
真
髄
を
理
解
し
な
い
と
、
ど
ん
な
に
長
い
時
間
練
習
を
し
て
も
、
ど
う
い
う
も
の

か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
実
際
そ
う
い
う
方
が
多
い
の
で
す
。

　
私
は
日
本
に
来
て
三
十
年
に
な
り
ま
す
。
こ
の
間
、
本
当
に
多
く
の
日
本
の
方
々
に
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
お
世
話
に
な
っ
た
多
く
の
方
々
に
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
、
そ
し
て
今
後

気
功
文
化
を
引
き
継
い
で
い
く
方
々
に
、
私
自
身
の
集
大
成
と
し
て
、
中
国
五
千
年
の
歴
史
か
ら

な
る
気
功
文
化
の
真
髄
、
奥
義
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の
本
を
執
筆
す
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る
目
的
で
す
。

　
し
か
し
い
く
ら
本
で
学
ん
で
も
、
自
分
で
練
習
し
な
け
れ
ば
、
本
当
の
気
功
の
世
界
は
わ
か
ら

な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
た
だ
頭
で
理
解
し
た
だ
け
、
知
識
だ
け
の
世
界
だ
か
ら
で
す
。
私
は
そ

れ
を
あ
ま
り
良
い
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
私
は
少
し
ず
つ
で
も
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
修
行
し
て

い
く
と
い
う
道
が
好
き
で
す
ね
。

　
気
功
は
毎
日
続
け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
気
功
は
目
的
で
は
な
く
手
段
で
す
。
最
終
目
的
は
自

分
で
そ
の
効
果
を
実
感
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
人
生
を
健
康
で
幸
福
に
生
き
る
こ
と
で
す
。
ぜ

ひ
し
っ
か
り
練
習
し
て
、
ご
自
身
の
も
の
と
し
て
く
だ
さ
い
。
も
し
ご
自
身
の
も
の
と
す
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
皆
さ
ん
に
と
っ
て
一
生
の
宝
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　
気
功
を
通
じ
、
皆
さ
ん
の
人
生
が
豊
か
に
な
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
ま
す
。

　
二
〇
一
八
年
七
月
　
盛 

鶴
延
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気
功
と
は

　
気
功
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　
気
功
と
は
人
と
宇
宙
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
関
係
を
強
く
す
る
方
法
で
す
。

　
粒
子
と
波
動
の
関
係
、
宇
宙
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
関
係
な
ど
、
宇
宙
の
中
に
は
決
ま
っ
て
い
る
原
則

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
用
い
て
人
と
宇
宙
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
関
係
を
強
く
す
る
方
法
、
そ
れ
が
気
功

で
す
。

　
身
体
の
中
の
気
を
ど
の
よ
う
に
強
く
し
て
、
ど
う
す
れ
ば
宇
宙
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
つ
な
が
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
身
体
の
中
に
気
を
溜
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ど
う
す
れ

ば
自
分
の
気
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
他
人
の
気

も
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
な
ど
気
功
を
続
け
る
と
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

　　
気
功
の
〝
気
〞
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
で
す
。

　
気
功
の
〝
功こ

う

〞
は
特
別
な
能
力
の
こ
と
で
す
。

　〝
気
〞
は
身
体
の
内
側
に
感
じ
ら
れ
る
〝
内な

い

気き

〞
と
、
身
体
の
外
側
に
感
じ
ら
れ
る
〝
外が

い

気き

〞

を
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。
外
気
と
は
宇
宙
、
自
然
界
に
存
在
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。
外
気
を
身

体
に
取
り
入
れ
、
内
気
に
変
え
て
、
内
気
を
も
っ
と
強
く
す
る
。
身
体
の
内
側
に
気
を
た
く
さ
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ん
溜
め
、
更
に
密
度
を
高
め
る
と
、
気
の
質
が
変
わ
り
、〝
功
〞
が
発
現
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち

〝
功
〞
に
成
る
の
で
す
。
そ
れ
が
気
功
で
す
。

　
皆
さ
ん
が
言
う
気
功
と
い
う
言
葉
に
は
〝
気
〞
と
〝
功
〞
が
混
在
し
て
い
ま
す
。〝
気
〞
を
感

じ
る
こ
と
、
そ
れ
は
気
功
の
初
級
段
階
で
す
。
ま
た
、
両
手
を
温
か
い
お
湯
の
中
に
浸
し
た
後
、

顔
の
近
く
に
持
っ
て
い
く
と
温
か
い
も
の
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
も
う
気
を
感
じ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
で
も
こ
れ
は
気
功
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

　
気
功
と
は
、〝
気
〞
か
ら
〝
功
〞
に
成
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
難
し
い
の
で
す
。
多
く

の
初
心
者
は
中
途
半
端
に
な
り
が
ち
で
す
。
一
回
、
二
回
、
あ
る
い
は
一
年
、
二
年
ぐ
ら
い
気
功

を
試
し
て
み
て
や
め
る
方
が
九
割
ぐ
ら
い
で
す
。

　
こ
の
気
功
の
〝
功
〞
を
表
す
日
本
語
が
あ
り
ま
す
。〝
成
功
〞
で
す
。
成
功
と
は
、〝
功
〞
に
成

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仕
事
で
も
、
ス
ポ
ー
ツ
で
も
、
気
功
で
も
、
や
り
続
け
る
と
、
あ
る
時
突

然
〝
功
〞
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
〝
功
〞
に
成
っ
た
、
成
功
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
私
は
気
功
と
い
う
言
葉
は
簡
単
す
ぎ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
昔
は
難
し
い
〝
氣き

〞〝
炁チ

ー

〞
な
ど

の
文
字
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
本
質
は
同
じ
で
、
宇
宙
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
宇
宙
の
中
の
姿

か
た
ち
の
な
い
モ
ノ
を
指
し
て
い
ま
す
。

　
気
功
は
、
道
教
、
密
教
、
仏
教
、
中
国
武
術
、
中
医
学
な
ど
の
秘
伝
と
さ
れ
た
知
識
を
集
約
し

た
も
の
で
、
か
つ
て
は
一
般
の
方
に
は
教
え
な
い
も
の
で
し
た
。
中
国
に
お
い
て
、
現
在
の
よ
う
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に
気
功
と
い
う
言
葉
が
一
般
で
も
使
わ
れ
始
め
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
す
。
一
九
五
〇
年
代
の
半

ば
に
気
功
療
養
院
が
唐と

う

山ざ
ん

、
そ
し
て
北ほ

く

戴た
い

河が

に
作
ら
れ
、
中
国
の
高
級
幹
部
が
気
功
で
健
康
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
気
功
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
一
般
の
方
に
ま
で
広
が
り
ま
し
た
。

　
現
代
に
お
い
て
、
気
功
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
プ
ラ
ス
の
も
の
と
マ
イ
ナ
ス
の
も
の
が
あ

り
ま
す
。
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
気
功
な
ん
て
た
だ
の
自
己
暗
示
、
イ
ン
チ
キ
で
は

な
い
か
と
い
う
も
の
で
す
。
確
か
に
現
代
に
お
け
る
気
功
の
評
判
は
良
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

あ
る
意
味
、
気
功
の
世
界
は
レ
ベ
ル
が
高
す
ぎ
る
の
で
す
。
で
も
気
功
の
評
判
が
良
く
な
る
の
は

こ
れ
か
ら
で
す
。

　
今
、
世
の
中
は
お
金
の
話
ば
か
り
で
す
。
お
金
よ
り
レ
ベ
ル
の
高
い
考
え
方
を
す
る
方
が
少
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
そ
れ
に
対
し
、
残
念
だ
な
ぁ
と
い
う
思
い
は
あ
り
ま
す
。
い
く
ら
お
金

が
あ
っ
て
も
、
誰
で
も
百
五
十
歳
ま
で
に
は
死
に
ま
す
。
な
ら
ば
、
生
き
る
目
的
の
な
い
人
生

は
寂
し
い
で
は
な
い
で
す
か
。
や
は
り
人
間
は
、〝
自
分
は
何
者
？
〞　〝
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た

の
？
〞〝
将
来
ど
こ
へ
い
く
の
？
〞〝
何
の
た
め
に
生
き
て
い
く
の
？
〞〝
自
分
の
使
命
は
何
？
〞　

そ
う
い
う
こ
と
を
、
し
っ
か
り
深
く
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

修
行
の
三
つ
の
段
階
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気
功
の
修
行
に
は
次
の
三
つ
の
段
階
が
あ
り
ま
す
。

　　
　「
初
級
」　

　
　
自
分
で
自
分
の
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
段
階
。 

　
　「
中
級
」

　
　
自
分
で
気
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
段
階
。

　
　 

身
体
の
内
面
に
気
が
動
く
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
温
か
い
も
の
が
動
い
て
い
る
こ
と

が
感
じ
ら
れ
る
段
階
。

　
　「
上
級
」

　
　
自
分
の
気
も
、
他
人
の
気
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
段
階
。

　
　 

他
人
の
気
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
治
療
も
含
め
て
で
き

る
よ
う
に
な
る
、
遠
隔
治
療
な
ど
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
段
階
で
す
。

　
生
き
て
い
る
人
の
身
体
か
ら
は
気
が
出
て
い
ま
す
。
気
が
出
て
い
な
い
人
は
死
ん
で
い
ま
す
。

気
の
強
さ
は
、
一
人
一
人
違
い
ま
す
。
患
者
さ
ん
の
治
療
を
す
る
場
合
は
、
修
行
し
な
い
と
治
療
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能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
世
の
中
に
は
特
別
な
修
行
を
し
な
く
て
も
、

治
療
能
力
を
持
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
超
能
力
を
持
っ
て
い
る
方
々
で
す
。
し
か
し
、

私
た
ち
は
そ
う
い
う
先
天
的
な
能
力
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
も
し
特
別
な
気
功
の
技
術
、
治

療
能
力
が
欲
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
特
別
な
修
行
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　気
功
と
道
教

　
日
本
は
仏
教
と
儒
教
の
影
響
が
強
い
国
だ
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
中
国
は
道
教
の
影
響
が
強
い

国
で
す
。
道
教
は
〝
陰
陽
〞〝
道タ

オ

〞
の
世
界
で
す
。

　
道
教
で
は
、
自
分
自
身
を
大
切
に
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
他
人
を
愛
す
る
こ
と
、
親
、
子
、
兄
弟

孝
行
も
大
切
に
し
ま
す
が
、
自
分
自
身
を
大
切
に
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
う
、
親
孝
行
と
考
え

ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
親
孝
行
に
な
る
と
は
、
ち
ょ
っ
と
狡ず

る

い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
で
も
理
屈
は
あ
り
ま
す
。
自
分
の
命
は
両
親
、
そ
の
両
親
と
先
祖
か
ら
ず
ー
っ
と
何
千

年
も
か
か
っ
て
、
今
ま
で
伝
わ
っ
て
き
た
命
で
す
。
だ
か
ら
両
親
、
先
祖
代
々
の
財
産
で
あ
る
自

分
自
身
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
親
孝
行
な
の
で
す
。
こ
れ
が
道
教
の
考
え
方
で
す
。

儒
教
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
と
比
べ
る
と
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
ね
。

　
気
功
は
基
本
的
に
道
教
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
ま
す
。
気
功
も
自
分
自
身
を
大
切
に
し
ま
す
。
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一
般
的
に
気
功
で
は
〝
道
教
〞
と
は
言
わ
ず
、〝
道ど

う

家か

〞
と
言
い
ま
す
。〝
あ
な
た
の
カ
ン
フ
ー
、

道
家
っ
ぽ
い
な
〞、〝
あ
な
た
の
気
功
、
道
家
っ
ぽ
い
な
〞
と
言
い
ま
す
。〝
教
〞
と
い
う
と
幅
が

狭
く
な
る
か
ら
で
す
。

　
　

気
功
革
命
〝
五
つ
の
入
り
口
〞

　
中
国
に
は
約
三
千
種
類
の
気
功
法
の
流
派
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
約
三
千
種
類
の
流

派
が
あ
っ
て
も
、
気
功
の
原
理
は
原
則
的
に
は
同
じ
で
す
。

　
ま
ず
、
気
功
は
〝
動
作
〞〝
呼
吸
〞〝
意
識
〞
の
三
つ
の
こ
と
を
同
時
に
行
い
ま
す
。

　
人
間
は
、
い
つ
も
こ
の
三
つ
を
行
い
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。
多
く
の
方
は
、
何
か
を
考
え
な

が
ら
、
何
か
動
作
を
し
、
呼
吸
を
無
意
識
に
し
て
い
ま
す
。
気
功
で
は
、
こ
の
三
つ
を
気
功
の
考

え
に
沿
っ
て
統
一
し
て
行
う
こ
と
で
、
高
い
効
果
を
生
み
だ
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
ポ
ー
ツ
で

も
太
極
拳
で
も
達
人
レ
ベ
ル
の
方
は
、〝
動
作
〞〝
呼
吸
〞〝
意
識
〞
を
統
一
す
る
こ
と
を
考
え
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
気
功
は
最
初
か
ら
こ
の
三
つ
を
統
一
し
て
行
っ
て
い
く
の
で
、
効
果
が
早
く

出
や
す
い
の
で
す
。

　
ま
た
、
気
功
の
流
派
に
よ
っ
て
、
三
つ
、
四
つ
、
あ
る
い
は
五
つ
、
気
功
の
道
に
入
り
や
す
い

〝
入
り
口
〞
が
あ
り
ま
す
。
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気
功
に
は
効
果
の
出
や
す
い
方
法
も
あ
れ
ば
、
効
果
の
出
に
く
い
方
法
も
あ
り
ま
す
。
初
心
者

の
レ
ベ
ル
の
方
が
上
級
者
の
レ
ベ
ル
の
方
法
を
行
っ
て
も
、
実
際
効
果
が
出
な
い
の
で
す
。
そ
こ

で
既
刊
の
「
気
功
革
命
」
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
流
派
を
超
え
て
、
初
心
者
で
も
高
い
効
果
が
出
る
五

つ
の
入
り
口
を
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
〝
せ
い

手し
ゅ

〞、〝
動ど

う

功こ
う

〞、〝
站た

ん
と
う

功こ
う

〞、〝
自じ

発は
つ

動ど
う

功こ
う

〞、〝
静せ

い

功こ
う

（
瞑
想
法
）〞
で
す
。
こ
れ
ら
五
つ
の
入
り
口
に
順
番
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
の

気
功
の
道
に
入
り
や
す
い
の
で
す
。
気
功
の
入
り
口
は
と
て
も
大
切
で
す
。

気
功
の
奥
義
と
は

　　
本
書
で
は
、
こ
の
五
つ
の
入
り
口
に
加
え
、
神し

ん

筆ぴ
つ

功こ
う

、
樹じ

ゅ

林り
ん

気き

功こ
う

、
房ぼ

う

中
ち
ゅ
う

術じ
ゅ
つ、

望ぼ
う

気き

術じ
ゅ
つ（

オ
ー

ラ
診
断
）
な
ど
幅
広
い
気
功
法
を
お
伝
え
し
ま
す
。
そ
し
て
、
今
ま
で
全
て
を
明
ら
か
に
は
し
て

こ
な
か
っ
た
そ
の
秘
伝
奥
義
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　
私
は
中
国
の
上

シ
ャ
ン

海ハ
イ

市
で
生
ま
れ
、
十
二
歳
の
時
か
ら
本
格
的
に
気
功
を
学
び
始
め
ま
し
た
。

そ
の
後
、
医
学
専
門
学
校
を
卒
業
し
西
洋
医
学
の
精
神
科
の
医
師
と
し
て
十
六
年
間
勤
め
た

後
、

 

W 

H 

O
衛
生
教
育
医
学
新
聞
社
に
て
『
上
海
大
衆
衛
生
報
』
の
編
集
委
員
・
記
者
に
な
り
ま

し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
そ
れ
ま
で
中
国
で
も
極
秘
と
さ
れ
て
い
た
気
功
が
表
に
出
て
き
て
、

そ
の
効
果
が
脚
光
を
浴
び
て
い
た
時
期
で
し
た
。
記
者
を
し
て
い
た
私
は
、
幸
運
に
も
中
国
の
何
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千
年
も
続
く
様
々
な
流
派
の
先
生
か
ら
、
直
接
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
く

さ
ん
の
本
物
の
先
生
に
気
功
を
習
い
、
自
分
で
も
修
練
す
る
う
ち
に
、
流
派
は
違
っ
て
も
そ
の
内

に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
気
功
の
奥
義
の
部
分
で
す
。

　
気
功
の
奥
義
は
、
流
派
の
秘
伝
と
さ
れ
る
も
の
で
、
長
く
一
つ
の
流
派
を
学
ば
な
い
と
習
得
で

き
ま
せ
ん
。
し
か
し
一
つ
の
流
派
に
入
る
と
、
少
な
く
と
も
三
年
か
ら
五
年
は
修
行
に
か
か
り
ま

す
。
し
か
も
、
そ
の
流
派
の
奥
義
を
理
解
す
る
と
な
る
と
、
更
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ

え
昔
の
修
行
は
時
間
が
か
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
気
功
は
こ
の
奥
義
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
い

く
ら
練
習
し
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
特
に
〝
角
度
〞〝
螺
旋
〞〝
波
動
〞
の
三
つ
は
気
功
の
基
礎
で
あ
り
、
極
め
て
重
要
な
も
の
で
す
。

こ
こ
に
大
切
な
気
功
の
奥
義
が
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
三さ

ん

円え
ん

式し
き

站た
ん
と
う

功こ
う

（
一
〇
二
頁
）
を
教
室
で
練
習
し
て
い
る
時
、
気
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
な
い
初
心
者
の
方
の
姿
勢
を
、
私
が
ち
ょ
っ
と
直
し
て
差
し
上
げ
る
と
、
気
を
感
じ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
で
も
そ
の
方
が
家
に
帰
る
と
、
も
う
感
じ
な
く
な
り
ま
す
。
ど
う
し
て
？
　
と
い

う
こ
と
で
す
。
三
円
式
站

功
で
は
、
両
手
と
下し

も

丹た
ん

田で
ん

を
結
ぶ
角
度
が
重
要
な
の
で
す
。

　
ま
た
、
小

し
ょ
う

周
し
ゅ
う

天て
ん

呼こ

吸
き
ゅ
う

法ほ
う

（
一
三
七
頁
）
の
練
習
の
時
、
背
中
に
気
を
昇
ら
せ
る
こ
と
は
難
し

い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
気
を
昇
ら
せ
る
た
め
の
奥
義
を
知
ら
な
い
か
ら
で
す
。
多
く
の
方
は
、

気
を
直
線
状
に
昇
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
で
も
本
当
は
、
気
を
螺ら

旋せ
ん

状
に
回
転
さ
せ
な
が
ら
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昇
ら
せ
る
の
で
す
。

　
ま
た
人
間
、
動
物
、
物
な
ど
目
に
見
え
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
感
情
、
意
識
な
ど
目
に
見
え
な

い
モ
ノ
も
含
め
て
全
て
に
は
、
固
有
の
振
動
数
が
あ
り
、
そ
れ
が
波
動
と
な
っ
て
伝
搬
し
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
六ろ

っ

訣け
つ

法ほ
う

（
一
六
七
頁
）
で
は
、
六
種
の
臓
腑
の
波
動
と
関
係
が
あ
る
六
種
の
特
定

の
音
を
発
声
し
、
対
応
す
る
臓
器
を
共
鳴
さ
せ
、
振
動
さ
せ
ま
す
。

　　
気
功
の
奥
義
を
理
解
す
れ
ば
、
た
と
え
数
種
類
の
気
功
を
学
ぶ
だ
け
で
も
、
全
体
的
な
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
ま
す
。
ぜ
ひ
自
分
で
試
し
て
み
て
、
自
分
で
そ
の
効
果
を
実
感
し
、
自
分
の
も
の
と

し
て
く
だ
さ
い
。
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入
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一
つ
目
の
入
り
口
　

手

　
　
　

　
ま
ず
一
つ
目
の
入
り
口
、

手
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。

　

手
の
良
い
と
こ
ろ
は
、
邪じ

ゃ

気き

の
あ
る
方
は
邪
気
を
出
し
、
気
の
弱
い
方
は
気
を
も
ら
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
で
す
。

手
は
シ
ン
プ
ル
で
行
い
や
す
い
の
で
、
何
百
種
類
と
い
う
流
派
が
あ
り

ま
す
。

　
本
書
で
は
、
誰
で
も
行
い
や
す
く
、
効
果
の
高
い
三
種
類
の

手
、〝

手
1
（
瀉し

ゃ

法ほ
う

）〞、〝

手
2
（
補ほ

法ほ
う

）〞、〝

手
3
（
平へ

い

補ほ

平へ
い

瀉し
ゃ

）〞
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　
同
時
に
三
つ
行
っ
て
も
よ
い
で
す
し
、
一
つ
だ
け
行
っ
て
も
よ
い
で
す
。
ま
た
三
つ
を
行
う
順

番
も
自
由
で
す
。
自
分
の
気
持
ち
で
や
り
た
い
よ
う
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
時
間
は
三
十
分
か
ら

四
十
分
ぐ
ら
い
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

 

手
は
〝
術
〞
を
悟
る
た
め
の
も
の

　

手
は
武ぶ

術
じ
ゅ
つ

気き

功こ
う

か
ら
き
て
い
ま
す
。

手
の
〝

〞
は
中
国
語
で
鞭む

ち

と
い
う
意
味
で
す
。

ぱ
つ
ん
、
ぱ
つ
ん
、
と
鞭
を
打
つ
、
こ
れ
が

手
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
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武
術
気
功
に
お
け
る

手
は
〝
術
〞
を
悟
る
た
め
の
も
の
で
す
。

手
は
同
じ
動
作
を
繰
り
返

し
ま
す
。
同
じ
動
作
を
繰
り
返
し
続
け
る
と
、
頭
の
中
に
無
意
識
か
、
条
件
反
射
的
な
も
の
が
出

て
き
ま
す
。
そ
れ
が

手
の
目
的
で
す
。

　
武
術
に
お
い
て
、
多
く
の
方
は
套と

う

路ろ

は注
１

上
手
く
な
る
の
で
す
が
、
応
用
的
な
こ
と
が
上
手
く
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
今
の
武
術
が
〝
武
〞
の
部
分
が
多
く
、〝
術
〞
の
部
分
が
少
な
い
か
ら
で

す
。〝
武
〞
は
外
見
の
部
分
で
す
。〝
術
〞
は
真
髄
の
部
分
で
す
。
こ
れ
は
気
功
の
功こ

う

法ほ
う

と
功こ

う

理り

と

同
じ
で
す
。
功
法
は
動
く
型
で
す
。
武
術
の
〝
武
〞
の
部
分
で
す
。
功
理
は
気
功
の
真
髄
の
部
分

で
す
。
武
術
の
〝
術
〞
の
部
分
で
す
。〝
術
〞
の
部
分
、
真
髄
の
部
分
が
わ
か
ら
な
い
と
、
い
く

ら
練
習
を
積
み
重
ね
て
も
、
た
だ
の
〝
武
〞
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
見
た
目
の
カ
ッ
コ
良
さ
、

美
し
さ
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
武
術
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
レ
ベ
ル
で
す
。

　〝
術
〞
は
自
分
で
悟
る
も
の
で
す
。
練
習
を
た
く
さ
ん
す
る
と
何
と
な
く
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

昔
は
、
た
く
さ
ん
練
習
す
る
と
と
も
に
、
実
戦
で
も
人
と
た
く
さ
ん
戦
っ
て
、
様
々
な
経
験
を
積

む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
〝
術
〞
の
こ
と
も
何
と
な
く
悟
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

し
か
し
、
現
代
は
実
戦
で
人
と
戦
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
道
場
な
ど
で
行
う
試
合
を
通
じ
て
経

験
を
積
む
の
み
で
す
。
従
っ
て
、
昔
に
比
べ
て
〝
術
〞
の
こ
と
を
悟
り
に
く
い
環
境
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

注
1

套
路
は
元
々
は
武
術
用
語
。
決

ま
っ
て
い
る
型
や
動
き
を
い
く

つ
か
組
み
合
わ
せ
た
動
作
の
こ

と
を
い
う
。
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根
を
つ
く
る

　

手
で
も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
は
、
根こ

ん

を
つ
く
る
こ
と
で
す図
１

。
木
に
は
根
が
あ
り
ま
す
が
、
人

間
に
は
根
が
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
も
根
を
つ
く
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で
も
安
定
感
、
信

頼
感
を
た
と
え
、〝
根
が
生
え
る
〞
と
か
〝
根
づ
く
〞
と
言
い
ま
す
よ
ね
。
膝
か
ら
下
を
し
っ
か

り
と
重
く
し
て
、
足
の
裏
を
吸
盤
の
よ
う
に
ぴ
っ
た
り
と
地
面
に
く
っ
つ
け
る
こ
と
で
、
人
間
の

根
の
部
分
が
出
て
き
ま
す
。
両
足
と
大
地
が
つ
な
が
り
ま
す
。
下
半
身
が
重
く
な
り
安
定
感
が
出

て
き
ま
す
。

朦
朧
と
し
た
意
識
で
行
う

　
意
識
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
状
態
で
は
、
ま
だ
気
功
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
意
識
の
種
類
に
は
二

種
類
あ
り
ま
す
。
ロ
ジ
ッ
ク
で
動
く
理
性
的
な
意
識
と
、
感
覚
で
動
く
感
性
的
な
意
識
で
す
。

　
気
功
で
は
、
感
性
的
な
意
識
、
朦も

う

朧ろ
う

と
し
た
、
眠
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
眠
っ
て
い
る
よ
う
な
、

そ
う
い
う
意
識
が
大
切
で
す
。

手
は
朦
朧
と
し
た
意
識
が
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
、
站

功

は
五
〇
〜
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
、
自
発
動
功
は
七
〇
〜
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
、
静
功

（
瞑
想
法
）
は
九
〇
〜
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
の
朦
朧
と
し
た
意
識
で
行
い
ま
す
。

図
1
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

26



半
眼
で
行
う

　

手
に
限
ら
ず
、
動
功
（
五
〇
頁
）
の
時
も
、
静
功
（
瞑
想
法
）（
一
三
〇
頁
）
の
時
も
、
気

功
を
行
う
際
は
、
目
は
半
眼
に
し
ま
す
。

　
仏
像
様
は
半
眼
で
す
。
目
を
完
全
に
つ
ぶ
っ
て
い
る
仏
像
様
は
い
ま
せ
ん
。
気
功
も
半
眼
で
行

う
と
効
果
が
出
て
き
ま
す
。

　
半
眼
に
し
て
い
る
と
、
真
っ
白
な
外
気
、
白

び
ゃ
っ

光こ
う

が
見
え
ま
す
。
白
光
は
こ
の
世
界
、
地
球
、
太

陽
系
の
光
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ず
っ
と
白
光
に
包
ま
れ
て
い
る
と
、
身
体
の
内
面
と
白
光
が
一
体

に
な
り
ま
す
。〝
人
在
気
中
、
気
在
人
中
（
人
は
気
の
中
に
在
り
、
気
は
人
の
中
に
在
る
）〞
の
状

態
に
な
り
、〝
人じ

ん

気き

合が
っ

体た
い

〞
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
半
眼
で
も
疲
れ
る
方
が
い
た
ら
、
目
を
閉
じ
て
も
よ
い
で
す
。
ま
た
す
ご
く
元
気
な
方
は

目
を
開
け
て
行
っ
て
も
よ
い
で
す
よ
。
　

第二章　気功の五つの入り口
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手
1
（
瀉
法
）

　　

手
1
は
瀉
法
で
す
。
両
手
を
前
後
に
振
る
動
作
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
、
邪
気
を
出
す
気

功
法
で
す
。
身
体
の
中
に
詰
ま
っ
て
い
る
余
計
な
も
の
、
邪
気
を
出
し
て
、
身
体
の
内
側
の
気
の

流
れ
を
良
く
し
ま
す
。

　
気
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
足
り
な
い
場
合
、
ま
ず
最
初
に
良
く
な
い
も
の
、
弱
っ
て
い
る
も
の
を
身

体
か
ら
出
さ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
コ
ッ
プ
に
水
が
満
杯
に
入
っ
て
い
た
ら
、
そ
れ
以
上
水
は
入

ら
な
い
で
し
ょ
う
。
古
い
水
を
捨
て
る
こ
と
で
、
新
し
い
水
が
入
る
の
で
す
。
ま
ず
邪
気
を
出
さ

な
い
と
良
い
気
が
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
中
医
学
の
考
え
方
と
同
じ
で
す
。

陰
の
意
識
を
持
つ

　

手
で
大
切
な
こ
と
は
、
意
識
の
持
ち
方
で
す
。
実
際
に
身
体
の
中
の
邪
気
を
出
す
か
出
さ
な

い
か
は
、
意
識
の
持
ち
方
で
違
っ
て
き
ま
す
。
身
体
の
中
の
邪
気
を
両
手
の
指
先
か
ら
払
い
出
し

て
い
く
、
そ
う
い
う
意
識
が
大
切
で
す
。

　
気
の
流
れ
が
整
わ
ず
、
身
体
の
中
に
邪
気
が
あ
る
状
態
と
は
、
物
理
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
考
え
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る
と
、
磁
力
の
向
き
が
不
規
則
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
す
。

手
を
た
く
さ
ん
行
う
と
、
不
規
則

な
向
き
に
並
ん
で
い
た
磁
力
が
一
定
の
方
向
を
向
き
、
規
則
的
に
な
っ
た
状
態
、
気
の
流
れ
が
整

え
ら
れ
た
状
態
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
〝
有ゆ

う

序じ
ょ

化か

〞
と
言
い
ま
す図
２

。
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
磁
力
の
向

き
が
揃
っ
て
き
ま
す
。
や
り
続
け
る
と
、
邪
気
を
ど
ん
ど
ん
指
先
か
ら
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
病
気
の
邪
気
な
ど
も
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
具
体
的
な
も
の
、
目
に
見
え
る
も
の
に
対
す
る
意
識
は
、〝
陽
の
意
識
〞
と
い
い
ま
す
。
一
方
、

目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
絶
対
に
存
在
す
る
モ
ノ
、
場
と
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
に
対
す
る
意
識
は

〝
陰
の
意
識
〞
と
い
い
ま
す
。〝
陰
の
意
識
〞
は
、
想
像
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
邪
気
な
ど
目
に
見
え
な
い
モ
ノ
を
出
す
に
は
〝
陰
の
意
識
〞
を
持
た
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。

図
2

有
序
化

気
の
流
れ
が
整
え
ら
れ
、
邪
気

が
身
体
に
無
い
状
態
。

無む

序じ
ょ

化か

気
の
流
れ
が
整
わ
ず
、
邪
気
が

身
体
に
有
る
状
態
。

N

S
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　【
動
作
】

　
・
両
足
は
肩
幅
に
開
き
、
平
行
に
し
て
立
ち
ま
す
。

　
・
膝
は
少
し
緩
め
て
立
ち
ま
す
。
膝
か
ら
下
は
し
っ
か
り
と
重
く
し
ま
す
。

　
・ 

上
半
身
は
ふ
ー
っ
と
た
め
息
を
つ
く
よ
う
に
力
を
抜
き
、
両
手
を
振
り
子
の
よ
う
に
前
後
に

振
り
ま
す
。

　
・ 

船
を
漕
ぐ
よ
う
に
フ
ラ
ー
、
フ
ラ
ー
と
手
と
一
緒
に
腰
を
前
後
に
揺
ら
し
ま
す
。
両
手
は
手

の
力
で
は
な
く
、
腰
の
力
で
振
り
ま
す
。

　
・
吐
く
息
に
合
わ
せ
、
指
先
か
ら
前
方
に
邪
気
を
出
し
ま
す
。

　
・ 

身
体
の
重
さ
を
足
裏
に
平
均
に
か
け
る
の
で
は
な
く
、
両
外
側
三
分
の
二
に
か
け
ま
す
。
脚

の
外
側
の
筋
肉
が
硬
く
な
る
の
が
、
正
し
い
状
態
で
す
。

　
・ 

手
を
振
る
ス
ピ
ー
ド
は
一
分
間
に
五
〇
〜
六
〇
回
程
度
で
す
。
た
だ
年
齢
や
体
調
に
よ
っ
て

回
数
を
も
う
少
し
少
な
く
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

　
　【
呼
吸
】

　
・
鼻
で
自
然
呼
吸
を
し
ま
す
。

　
・
息
を
吐
く
時
、
お
腹
を
や
や
膨
ら
ま
せ
ま
す
。
息
を
吸
う
時
は
意
識
し
ま
せ
ん
。
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　【
意
識
】

　
・
目
は
半
眼
で
、
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
先
を
ぼ
ー
っ
と
見
ま
す
。

　
・ 

邪
気
を
出
す
先
は
、
一
メ
ー
ト
ル
と
か
五
メ
ー
ト
ル
と
か
先
で
は
な
く
、
も
っ
と
も
っ
と
遠

く
、
地
球
か
ら
離
れ
宇
宙
ま
で
出
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
遠
く
に
出
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
ほ
ど
、
邪
気
を
よ
く
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第二章　気功の五つの入り口
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手
1    （
瀉
法
）

目
は
半
眼
で
、
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い

先
を
ぼ
ー
っ
と
見
る
。

肩
の
力
、
腕
の
力
を
抜
く
。

体
重
は
、
足
の
外
側
三
分
の
二
に

か
け
る
。

吐
く
息
に
合
わ
せ
、
指
先
か
ら
前
方

に
邪
気
を
出
す
。
邪
気
が
遠
く
遠
く

宇
宙
ま
で
出
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
。

両
手
は
手
の
力
で
は
な
く
、

腰
の
力
で
振
る
。

船
を
漕
ぐ
よ
う
に
フ
ラ
ー
、
フ
ラ
ー

と
手
と
一
緒
に
腰
を
前
後
に
揺
ら
す
。
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体
重
は
、
足
の
外
側
三
分
の
二
に

か
け
る
。

吐
く
息
に
合
わ
せ
、
指
先
か
ら
前
方

に
邪
気
を
出
す
。
邪
気
が
遠
く
遠
く

宇
宙
ま
で
出
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
。

息
を
吐
く
時
、
お
腹
を
や
や

膨
ら
ま
せ
る
。

33
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手
2
（
補
法
）                            

　　

手
2
は
補
法
で
す
。
両
手
を
前
か
ら
後
ろ
に
振
る
動
作
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
、
良
い
気

を
身
体
に
入
れ
る
気
功
法
で
す
。
全
身
を
活
性
化
し
、
特
に
背
骨
の
気
の
流
れ
を
よ
く
し
ま
す
。

誰
で
も
、
子
供
の
時
は
背
骨
が
柔
ら
か
い
で
す
よ
ね
。
で
も
歳
を
取
る
に
つ
れ
背
骨
が
硬
く
な
っ

て
き
ま
す
。

手
2
を
行
う
と
、
元
の
柔
ら
か
い
状
態
に
戻
り
ま
す
。
ま
た
、
肩
こ
り
の
あ
る
方
、

首
の
弱
い
方
に
も
お
す
す
め
で
す
。
頸け

い

椎つ
い

な
ど
に
も
、
良
い
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　　
　【
動
作
】

　
・
両
足
は
肩
幅
に
開
き
、
平
行
に
し
て
立
ち
ま
す
。

　
・
膝
は
少
し
緩
め
て
立
ち
ま
す
。

　
・ 

上
半
身
は
ふ
ー
っ
と
た
め
息
を
つ
く
よ
う
に
力
を
抜
き
、
両
手
を
前
か
ら
後
ろ
に
振
り
ま
す
。

　
・ 

吸
う
息
に
合
わ
せ
、
両
手
を
後
ろ
に
振
り
、
胸
を
開
き
、
首
を
後
ろ
に
反
ら
し
、
踵

か
か
と

を
上
げ

爪
先
立
ち
に
な
り
な
が
ら
、
手
の
平
の
気
を
両
肩
甲
骨
の
間
あ
た
り
に
入
れ
ま
す
。

　
・ 

手
、
首
、
足
の
動
作
と
呼
吸
を
合
わ
せ
ま
す
。
全
て
の
動
作
と
呼
吸
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
、

34



最
初
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
上
手
に
な
り
ま
す
。

　
　【
呼
吸
】

　
・
鼻
で
自
然
呼
吸
を
し
ま
す
。

　
・
息
を
吸
う
時
、
や
や
お
腹
を
膨
ら
ま
せ
ま
す
。

　
・ 

手
1
の
瀉
法
で
は
息
を
吐
く
時
、

手
2
の
補
法
で
は
息
を
吸
う
時
、
お
腹
を
膨
ら
ま
せ

ま
す
。
お
腹
を
膨
ら
ま
せ
る
と
、
気
を
集
め
や
す
い
か
ら
で
す
。
瀉
法
で
も
補
法
で
も
、
最

初
の
瞬
間
は
下
丹
田
に
気
を
集
め
ま
す
。
そ
れ
か
ら
気
を
出
し
て
い
く
か
、
気
を
両
肩
甲
骨

の
間
あ
た
り
に
入
れ
る
か
、
で
す
。

　
　【
意
識
】

　
・
目
は
半
眼
で
、
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
先
を
ぼ
ー
っ
と
見
ま
す
。

　
・
手
の
平
か
ら
良
い
気
が
出
て
、
身
体
に
入
っ
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
ま
す
。

第二章　気功の五つの入り口
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肩
の
力
、
腕
の
力
を
抜
く
。

目
は
半
眼
で
、
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い

先
を
ぼ
ー
っ
と
見
る
。

両
手
を
前
か
ら
後
ろ
に
振
る
。

   

手
2
（
補
法
）
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手
の
平
か
ら
良
い
気
が
出
て
、
身
体

に
入
っ
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
。

吸
う
息
に
合
わ
せ
、
両
手
を
後
ろ
に

振
り
、
胸
を
開
き
、
首
を
反
ら
し
、

爪
先
立
ち
に
な
り
な
が
ら
、
手
の
平

の
気
を
両
肩
甲
骨
の
間
あ
た
り
に
入

れ
る
。

息
を
吸
う
時
、
お
腹
を
や
や

膨
ら
ま
せ
る
。

37
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手
3
（
平
補
平
瀉
）                       

　　

手
3
は
、
補
で
も
な
い
、
瀉
で
も
な
い
、〝
平
補
平
瀉
〞
で
す
。
背
骨
を
軸
に
し
て
、
両
手

を
デ
ン
デ
ン
太
鼓
の
よ
う
に
、
繰
り
返
し
左
右
に
回
す
腰
の
水
平
回
転
運
動
で
す注
２

。
左
回
し注
３

を
す

る
と
、
気
が
上
に
昇
っ
て
い
き
邪
気
が
出
て
い
き
ま
す
。
右
回
し注
４

を
す
る
と
、
天
か
ら
良
い
気
が

入
っ
て
き
ま
す
。

　
こ
れ
を
陰
陽
の
観
点
で
い
う
と
、
左
回
し
の
時
、
大
地
か
ら
陰
の
気
が
入
っ
て
き
ま
す
。
右
回

し
の
時
、
天
か
ら
陽
の
気
が
入
っ
て
き
ま
す
。
左
回
し
、
右
回
し
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
、
陰
と

陽
が
半
分
半
分
、〝
陰い

ん

陽よ
う

平へ
い

和わ

〞
に
な
り
、
陰
陽
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

背
骨
に
軸
を
つ
く
る

　　

手
3
を
ず
っ
と
行
っ
て
い
る
と
、
頭
頂
か
ら
背
骨
、
仙せ

ん

骨こ
つ

を
通
る
ラ
イ
ン
の
真
ん
中
に
動
か

な
い
部
分
、
芯
が
で
き
て
き
ま
す
。
背
骨
の
パ
ワ
ー
が
強
く
な
り
ま
す
。
天
と
地
と
人
の
間
に
、

一
本
の
中
心
の
軸
が
つ
く
ら
れ
、〝
天
・
地
・
人
〞
が
一
体
化
す
る
の
が
早
く
な
り
ま
す
。
背
骨

に
軸
が
つ
く
ら
れ
る
と
、
判
断
力
、
決
断
力
が
高
ま
り
ま
す
。

注
2

甩
手
3
は
背
骨
を
軸
と
し
た
帯

脈
の
水
平
回
転
運
動
。帯
脈
は
、

腰
と
腹
を
帯
状
に
横
行
し
て
、

諸
経
脈
を
束
ね
る
。

帯脈の水平回転運動

注
3

頭
に
時
計
の
盤
面
を
天
に
向
け

て
置
い
た
時
、時
計
の
逆
回
り
。 38



　
私
は
意
識
、
性
格
は
結
局
〝
気
〞
で
決
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
性
格
と
は
、

考
え
方
、
行
動
の
仕
方
で
し
ょ
う
。
そ
の
元
は
気
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。
元
の
気
が
変
わ
れ
ば
性

格
も
変
わ
り
ま
す
。
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

手
3
は
、
優
柔
不
断
、
判
断
力
が
低
い
方

に
特
に
お
す
す
め
で
す
。

　
　
　

注
4

頭
に
時
計
の
盤
面
を
天
に
向
け

て
置
い
た
時
、
時
計
回
り
。
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　【
動
作
】

　
・
両
足
は
肩
幅
に
開
き
、
平
行
に
し
て
立
ち
ま
す
。

　
・ 
膝
は
や
や
緩
め
ま
す
。
膝
を
緩
め
る
こ
と
で
、
長
時
間
行
っ
て
も
半
月
板
を
傷
め
る
こ
と
が

な
く
な
り
ま
す
。
膝
か
ら
下
は
し
っ
か
り
と
重
く
し
ま
す
。

　
・ 

上
半
身
は
ふ
ー
っ
と
た
め
息
を
つ
く
よ
う
に
力
を
抜
き
、
背
骨
を
軸
に
し
て
、
デ
ン
デ
ン
太

鼓
の
よ
う
に
両
手
を
さ
ー
っ
、
さ
ー
っ
と
左
右
に
回
し
ま
す
。
両
手
は
手
の
力
で
回
す
の
で

は
な
く
、
腰
の
水
平
回
転
運
動
の
力
で
回
し
ま
す
。

　
・ 

頭
、
背
中
の
中
心
軸
は
動
か
し
ま
せ
ん
。
顔
も
正
面
を
向
い
た
ま
ま
で
す
。
頭
蓋
骨
と
背
骨

の
摩
擦
を
強
く
し
ま
す
。

　
・
手
が
後
ろ
に
回
っ
た
時
、
反
対
側
の
腰
の
上
あ
た
り
を
叩
き
ま
す
。

　
・ 

腰
の
へ
こ
み
を
無
く
し
、
お
腹
を
少
し
膨
ら
ま
せ
ま
す
。
仙
骨
か
ら
紐
が
で
て
、
そ
の
先
に

鉄
の
ボ
ー
ル
が
ブ
ラ
下
が
っ
て
、
大
地
ま
で
引
っ
張
り
下
げ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　
　【
呼
吸
】

　
・
鼻
で
自
然
呼
吸
を
し
ま
す
。

　
・ 

左
に
回
す
時
は
、
息
を
吐
き
、
邪
気
を
出
し
ま
す
。
右
に
回
す
時
は
、
息
を
吸
い
、
良
い
気

40



を
入
れ
ま
す
。

　
・ 
息
を
吸
う
時
も
、吐
く
時
も
、腰
を
し
っ
か
り
さ
せ
て
、お
腹
を
膨
ら
ま
せ
た
状
態
で
行
い
ま
す
。

　
・ 

お
腹
を
膨
ら
ま
せ
る
の
は
、
お
腹
に
気
を
溜
め
る
た
め
で
す
。
腰
を
し
っ
か
り
さ
せ
て
、
お

腹
を
膨
ら
ま
せ
た
状
態
を
キ
ー
プ
す
る
の
は
き
つ
い
で
す
よ
。
や
り
続
け
る
と
、
お
腹
に
何

か
入
っ
て
く
る
、
実じ

つ

の
感
じ
に
な
り
ま
す
。
温
か
い
も
の
を
感
じ
ま
す
。
ど
ん
ど
ん
気
が
溜

ま
っ
て
、
満
腹
に
な
り
ま
す
。

　
　【
意
識
】

　
・
目
は
半
眼
で
、
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
先
を
ぼ
ー
っ
と
見
ま
す
。

　
・ 

腰
の
力
で
回
し
て
い
る
と
、
腰
と
手
と
つ
な
が
り
、
腰
か
ら
手
が
動
く
感
じ
が
出
て
き
ま
す
。

こ
う
し
て
い
る
と
、
長
い
時
間
行
っ
て
い
て
も
疲
れ
ま
せ
ん
。

第二章　気功の五つの入り口
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腰
の
へ
こ
み
を
無
く
し
、

お
腹
を
少
し
膨
ら
ま
せ
る
。

仙
骨
か
ら
紐
が
で
て
、
そ
の
先
に

鉄
の
ボ
ー
ル
が
ブ
ラ
下
が
っ
て
い

る
感
じ
。

肩
の
力
、
腕
の
力
を
抜
く
。

手
の
力
で
な
く
、
腰
の
水
平

回
転
運
動
の
力
で
回
す
。

背
骨
を
軸
に
デ
ン
デ
ン
太
鼓

の
よ
う
に
左
右
に
回
す
。

目
は
半
眼
で
、
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い

先
を
ぼ
ー
っ
と
見
る
。

    

手
3
（
平
補
平
瀉
）
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腰
の
へ
こ
み
を
無
く
し
、

お
腹
を
少
し
膨
ら
ま
せ
る
。

仙
骨
か
ら
紐
が
で
て
、
そ
の
先
に

鉄
の
ボ
ー
ル
が
ブ
ラ
下
が
っ
て
い

る
感
じ
。

手
が
後
ろ
に
回
っ
た
時
、
反
対
側
の
腰
の
上

あ
た
り
を
叩
く
。

第二章　気功の五つの入り口
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【

手
の
奥
義
】                                               

　

手
に
お
け
る
三
つ
の
奥
義
を
お
伝
え
し
ま
す
。

一
　
角
度

　

手
の
一
つ
目
の
奥
義
は
手
の
角
度
に
関
す
る
も
の
で
す
。

　
前
後
に
両
手
を
振
り
な
が
ら
、
邪
気
を
出
す
時
の
手
の
角
度
は
、
地
面
に
対
し
て
四
十
五
度図

３

で
す
。

　
な
ぜ
手
の
角
度
が
大
切
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
手
と
周
り
の
〝
気
〞
と
の
間
の
摩
擦
力
の
関
係
で
す
。

　
両
手
を
身
体
と
平
行
に
し
て
振
っ
て
も
、
周
り
の
〝
気
〞
と
の
間
に
摩
擦
が
生
じ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
手

の
角
度
を
四
十
五
度
に
す
る
と
、
手
と
周
り
の
〝
気
〞
と
の
間
に
摩
擦
が
生
ま
れ
ま
す
。
手
と
身
体
の
内
面

の
関
係
が
良
い
関
係
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
試
し
て
み
る
と
、
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
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45度45度

図
3
　
地
面
に
対
し
て
四
十
五
度
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二
　
縫
い
目
　

　
　

　

手
の
二
つ
目
の
奥
義
は
、
陰
と
陽
の
間
の
隙
間
、
縫
い
目
に
関
す
る
も
の
で
す
。

　

手
の
時
、
手
は
一
本
一
本
の
指
の
間
を
少
し
開
い
た
形
で
振
り
ま
す
。
こ
の
時
、
指
と
指
の
距
離
は
、

指
と
指
の
間
に
ギ
リ
ギ
リ
気
を
感
じ
る
程
度
、
指
と
指
が
磁
石
で
引
っ
張
ら
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
程
度

が
ち
ょ
う
ど
よ
い
で
す
。
あ
ま
り
開
き
す
ぎ
て
も
、
閉
じ
す
ぎ
て
も
だ
め
で
す
。

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
手
の
形
に
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
指
の
間
に
気
を
感
じ
る
た
め
で
す
。

　
手
の
外
側
（
手
の
甲こ

う

側
）
は
陽
で
す
。
手
の
内
側
（
手
の
平
側
）
は
陰
で
す
。
鍼し

ん

灸き
ゅ
う、

中
医
学
の
知
識
の

あ
る
方
は
、
手
の
外
側
は
三
つ
の
陽
の
経
絡
、
手
の
陽
明
大
腸
経
、
手
の
太
陽
小
腸
経
、
手
の
少
陽
三
焦
経

と
、
手
の
内
側
は
三
つ
の
陰
の
経
絡
、
手
の
太
陰
肺
経
、
手
の
少
陰
心
経
、
手
の
厥
陰
心
包
経
、
と
い
う
こ

と
を
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
（
一
〇
頁
）。
こ
こ
ま
で
は
一
般
的
な
知
識
で
す
。
し
か
し
、
実
際
は
こ
こ
に

秘
伝
奥
義
が
あ
り
ま
す
。

　
陰
と
陽
の
間
に
隙
間
、
縫
い
目
が
あ
る
の
で
す
。
人
の
手
だ
と
外
側
と
内
側
の
間
に
も
縫
い
目図

４

が
あ
り
ま

す
。
足
も
後
ろ
側
と
表
側
の
間
に
縫
い
目
が
あ
り
ま
す
。
人
の
顔
、
頭
も
正
面
と
背
面
の
間
に
縫
い
目
が
あ
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り
ま
す
。
陰
と
陽
が
交
わ
る
と
こ
ろ
に
縫
い
目
が
あ
る
の
で
す
。
気
功
で
は
、
指
の
間
の
縫
い
目
に
気
を
感

じ
る
程
度
、
指
と
指
の
間
を
開
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
れ
は
站

功
で
も
同
じ
で
す
。

　
中
国
の
古
い
武
術
気
功
に
は
こ
の
縫
い
目
の
知
識
が
あ
り
ま
す
。
縫
い
目
の
中
に
手
で
気
を
入
れ
る
方
法

が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
縫
い
目
は
陰
と
陽
の
隙
間
な
の
で
、
治
療
を
し
や
す
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
ま
た

病
気
が
入
り
や
す
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
皆
さ
ん
も
縫
い
目
の
意
識
は
あ
っ
た
方
が
よ
い
で
す
ね
。

外側（陽）

内側（陰）内側（陰）

縫い目

図
4
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三
　
寧
練
筋
長
一
寸
、
不
練
肉
厚
三
分
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

手
の
三
つ
目
の
奥
義
は
、
筋す

じ

に
関
す
る
も
の
で
す
。

　

手
を
単
な
る
手
の
運
動
、
筋
肉
の
運
動
と
捉
え
る
と
疲
れ
ま
す
。
実
際
、
こ
ん
な
こ
と
を
い
く
ら
や
っ

て
も
同
じ
で
は
な
い
か
、
と
言
う
方
も
い
ま
す
。
た
だ
、
両
手
の
筋
肉
を
動
か
す
だ
け
で
は
気
功
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
体
操
で
す
。
体
操
は
悪
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
気
功
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
切
な

の
は
、
意
識
で
す
。
肩
の
関
節
に
あ
る
筋
と
靱じ

ん

帯た
い

を
伸
ば
す
、
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。
　

　
中
国
カ
ン
フ
ー
に
　〝
寧
練
筋
長
一
寸
、
不
練
肉
厚
三
分
（
筋
を
一
寸
長
く
す
る
こ
と
は
、
筋
肉
を
三
分

厚
く
す
る
こ
と
よ
り
重
要
）〞
と
い
う
名
言
が
あ
り
ま
す
。
気
功
は
、
筋
肉
で
は
な
く
、
筋
と
靱
帯
を
伸
ば

す
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

　
筋
と
靱
帯
を
伸
ば
す
た
め
に
は
、
肩
の
力
、
腕
の
力
を
抜
き
ま
す
。
両
腕
は
、
両
肩
か
ら
ぶ
ら
下
が
っ
て

い
る
紐
で
、
紐
の
先
、
両
腕
の
先
に
重
い
鉄
の
ボ
ー
ル
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

手
1
、

2
と
も
、
両
肩
か
ら
紐
で
吊
る
さ
れ
た
鉄
の
ボ
ー
ル
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
手
を
前
後
に
振
り
続
け
る
と
、

鉄
の
ボ
ー
ル
の
重
さ
で
、
自
然
に
手
が
、
筋
が
、
靱
帯
が
ど
ん
ど
ん
伸
び
て
い
き
ま
す図
５

。
振
る
の
は
手
の
力

で
は
な
く
、
腰
の
力
で
す
。

手
3
も
同
じ
で
す
。
背
骨
を
軸
に
し
て
、
鉄
の
ボ
ー
ル
が
先
に
ブ
ラ
下
が
っ

て
い
る
両
手
を
さ
ー
っ
、
さ
ー
っ
と
腰
で
回
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
す図
６

。
腰
に
力
を
入
れ
て
、
腰
の
水
平
回
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転
運
動
の
力
で
、
手
を
振
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
筋
が
、
靱
帯
が
ど
ん
ど
ん
伸
び
て
い
き
ま
す
。

　
鉄
の
ボ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
な
が
ら
手
を
振
り
続
け
る
と
、
両
手
の
色
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
き
ま

す
。
最
初
は
赤
く
な
り
、
そ
の
後
ど
ん
ど
ん
紫
色
に
な
っ
て
き
ま
す
。
手
を
振
り
続
け
る
と
、
手
だ
け
で
は

な
く
、
足
な
ど
の
末
梢
の
部
分
の
毛
細
血
管
も
ど
ん
ど
ん
開
い
て
き
て
紫
色
に
な
っ
て
き
ま
す
。
毛
細
血
管

が
開
い
て
く
る
と
、
心
臓
の
負
担
も
軽
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
カ
ン
フ
ー
の
一
種
で
あ
る
〝
鉄て

っ

砂さ

掌し
ょ
う〞

〝
紅こ

う

砂さ

掌し
ょ
う〞

の
原
理
で
す
。

図
5

図
6
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