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〈
論
文
概
要
書
〉

唐
宋
に
お
け
る
煉
丹
術
の
展
開

―
「
外
丹
」
の
再
定
義
を
め
ぐ
っ
て
―

江
波
戸

亙

本
稿
は
、
唐
宋
期
成
書
の
三
つ
の
文
献
、
す
な
わ
ち
五
代
・
彭
曉
『
周
易
参
同
契
分
章
通
真
義
』
、
南

宋
成
書
の
『
紫
陽
真
人
悟
真
篇
註
疏
』
翁
葆
光
注
、
南
宋
成
書
の
王
道
『
古
文
龍
虎
経
註
疏
』
に
述
べ
ら

れ
る
煉
丹
理
論
の
解
析
を
通
じ
て
、
現
在
の
道
教
研
究
に
お
け
る
煉
丹
術
の
分
類
で
あ
る
「
外
丹
」
と
「
内

丹
」
の
定
義
を
問
い
直
す
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

序
章

彭
曉
の
思
想
と
外
丹
・
内
丹
の
分
類

本
章
で
は
、
本
稿
で
主
と
し
て
取
り
扱
う
五
代
・
彭
曉
の
『
周
易
参
同
契
分
章
通
真
義
』（
以
下
、『
通

真
義
』
）
が
、
重
要
な
煉
丹
文
献
で
あ
る
『
周
易
参
同
契
』
（
以
下
、
『
参
同
契
』
）
の
現
存
最
古
の
注
釈

で
あ
り
、
古
来
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
煉
丹
理
論
が
外
丹
・
内
丹
の

ど
ち
ら
に
属
す
る
思
想
で
あ
る
か
未
だ
に
結
論
が
定
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
研
究
状
況
に
つ
い
て
の
疑
問

を
提
示
し
た
。
一
般
に
、
煉
丹
術
は
外
丹
と
内
丹
に
二
分
さ
れ
、
外
丹
は
「
鉱
物
を
金
な
い
し
金
と
同
様

の
性
質
を
も
つ
と
さ
れ
る
物
質
へ
と
化
学
変
化
さ
せ
る
技
法
」
で
あ
り
、
内
丹
は
「
気
の
操
作
に
よ
り
体

内
に
金
丹
を
生
み
出
す
技
法
」
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
現
在
で
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
あ
ら
ゆ
る
煉
丹
文
献
が
全
て
外
丹
と
内
丹
に
二
分
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
煉
丹
術
の
存
在
を
想
定
し

て
い
な
い
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
煉
丹
術
は
こ
の
二
種
に
区
分
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
は
彭
曉
『
通
真
義
』
の
よ
う
な
外
丹
・
内
丹
の
い
ず
れ
に
も
区
分
し
が
た
い
煉
丹
術
が
存
在
す
る

こ
と
自
体
が
筆
者
に
は
不
審
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
彭
曉
『
通
真
義
』
、
及
び
そ
の
思
想
を
継
承
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
『
紫
陽
真
人
悟

真
篇
註
疏
』
翁
葆
光
注
（
以
下
、
翁
葆
光
注
）
、
南
宋
成
書
の
王
道
『
古
文
龍
虎
経
註
疏
』
（
以
下
、
『
龍

虎
経
註
疏
』
）
を
取
り
上
げ
こ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
思
想
が
外
丹
・
内
丹
の
ど
ち
ら
に
分
類
す

べ
き
も
の
な
の
か
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
も
し
仮
に
う
ま
く
分
類
で
き
な
い
場
合
は
、
外
丹

・
内
丹
と
い
う
分
類
方
法
そ
の
も
の
を
再
点
検
し
、
そ
こ
に
潜
む
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
解
決
策

を
提
示
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
し
た
。

第
一
章

彭
曉
『
周
易
参
同
契
分
章
通
真
義
』

本
章
で
は
彭
曉
『
通
真
義
』
の
総
合
的
研
究
を
行
っ
た
。
ま
ず
『
参
同
契
』
、『
通
真
義
』
、
そ
し
て
『
道

蔵
』
所
収
の
各
種
『
参
同
契
』
注
釈
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
し
た
。

第
一
節

各
種
テ
キ
ス
ト
を
巡
る
問
題

本
節
で
は
、
『
通
真
義
』
を
そ
の
テ
キ
ス
ト
面
か
ら
考
察
し
た
。
ま
ず
彭
曉
本
人
が
ど
の
よ
う
な
構
成

で
『
通
真
義
』
を
制
作
し
た
の
か
、
そ
の
当
時
の
『
参
同
契
』
は
ど
の
よ
う
な
構
成
で
あ
っ
た
の
か
、
と

い
う
点
を
彭
曉
の
言
説
か
ら
確
認
し
た
。
次
い
で
、
三
種
の
現
行
『
通
真
義
』
テ
キ
ス
ト
を
比
較
し
、
そ

の
構
成
や
文
字
に
お
け
る
異
同
を
指
摘
し
た
上
で
、
本
稿
に
お
い
て
用
い
る
べ
き
テ
キ
ス
ト
を
決
定
し
た
。

さ
ら
に
、
現
行
本
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
、
つ
ま
り
後
世
の
改
変
の
痕
跡
や
、
そ
の
成
書
年
代
と
流
通
時
期

の
乖
離
を
指
摘
し
、
我
々
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
ど
う
扱
う
べ
き
な
の
か
検
討
し
た
。
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第
二
節

彭
曉
の
煉
丹
理
論

本
節
で
は
、『
通
真
義
』、
及
び
彭
曉
の
も
う
一
つ
の
著
作
で
あ
る
『
還
丹
内
象
金
鑰
匙
』（
以
下
、『
金

鑰
匙
』
）
を
用
い
て
、
主
に
丹
薬
の
精
製
理
論
、
火
候
の
調
整
理
論
と
い
う
二
点
か
ら
そ
の
煉
丹
理
論
を

解
析
し
た
。

ま
ず
丹
薬
の
精
製
理
論
に
お
い
て
は
、
彭
曉
が
説
く
「
鉛
」
が
極
め
て
重
大
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ

る
こ
と
を
最
初
に
お
さ
え
た
上
で
、
五
行
の
変
化
に
着
目
し
な
が
ら
分
析
を
進
め
た
。
そ
の
結
果
、
彭
曉

が
五
行
顛
倒
（
五
行
相
生
の
順
列
を
逆
転
さ
せ
た
も
の
）
と
い
う
思
想
を
用
い
て
、
〈
水
→
金
→
水
〉
と

い
う
変
化
の
経
路
を
提
唱
し
、
こ
の
水
か
ら
水
に
戻
る
回
帰
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
還
丹
」
と
呼
称
し
て
非
常

に
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。

続
い
て
火
候
の
調
整
理
論
と
い
う
側
面
か
ら
は
、
彭
曉
が
『
参
同
契
』
本
文
に
並
列
し
て
記
さ
れ
て
い

る
卦
気
説
・
十
二
消
息
卦
・
月
体
納
甲
説
と
い
う
三
種
の
象
数
易
技
法
を
「
火
記
」
の
理
論
に
則
っ
て
組

み
合
わ
せ
、
一
日
を
一
ヶ
月
の
縮
小
形
、
一
ヶ
月
を
一
年
の
縮
小
形
と
見
な
す
と
い
う
独
特
の
方
法
を
用

い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
時
間
を
擬
似
的
に
加
速
さ
せ
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
は
三
年
間
で
「
四
百
六
十
六
万

五
千
六
百
年
」
分
も
の
正
気
を
収
集
で
き
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
彭
曉
は
、
三

つ
の
象
数
易
理
論
を
巧
み
に
総
合
し
て
自
ら
の
還
丹
理
論
に
組
み
込
み
、
完
成
し
た
丹
薬
の
効
能
に
説
得

力
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
三
節

そ
の
思
想
の
位
置
づ
け

本
節
で
は
、
彭
曉
の
思
想
が
外
丹
と
内
丹
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
複
数
の
先

行
研
究
の
検
討
を
通
じ
て
、
そ
の
判
断
材
料
と
な
り
得
る
思
想
的
特
徴
を
抽
出
し
た
。
こ
れ
を
ま
と
め
れ

ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
彭
曉
は
そ
の
宇
宙
観
の
頂
点
に
、
そ
し
て
そ
の
煉
丹
理
論
の
根
底
に
、
超
常
的
な
存
在
で
あ
る
「
真

鉛
」
を
置
き
、
こ
れ
を
最
も
重
要
な
煉
丹
の
材
料
と
す
る
。

②
彭
曉
は
一
般
的
な
金
石
草
木
（
「
五
金
八
石
」
等
）
を
煉
丹
の
材
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
、
強

く
否
定
し
て
い
る
。

③
彭
曉
は
実
際
の
装
置
と
し
て
の
鼎
器
を
用
い
て
煉
丹
を
行
う
。
そ
の
際
、
鼎
器
の
内
部
に
お
け
る

陰
陽
五
行
の
運
行
（
「
内
象
」）
を
適
切
に
制
御
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
。

④
彭
曉
が
作
成
す
る
丹
薬
（
「
還
丹
」
）
は
、
実
際
の
形
質
を
備
え
た
粒
状
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

を
経
口
服
用
す
る
こ
と
で
不
死
や
登
仙
が
実
現
す
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
を
現
代
の
一
般
的
な
外
丹
・
内
丹
観
に
照
ら
せ
ば
、
①
・
②
の
特
徴
は
、
「
真
鉛
」
と
い

う
形
而
上
的
な
材
料
を
用
い
る
こ
と
、
そ
し
て
金
石
草
木
と
い
う
外
丹
で
用
い
る
材
料
は
否
定
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
彭
曉
の
思
想
が
内
丹
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
る
。
逆
に
③
・
④
の
特
徴
は
、

鼎
器
と
い
う
体
外
に
お
い
て
作
っ
た
丹
薬
を
経
口
服
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彭
曉
の
思
想
が
外
丹
で
あ

る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
と
判
断
で
き
る
。
つ
ま
り
、
現
状
の
外
丹
・
内
丹
観
を
用
い
る
限
り
、
彭
曉

の
思
想
は
読
者
が
ど
の
特
徴
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
外
丹
・
内
丹
ど
ち
ら
に
も
転
び
う
る
と
い
う
、
極

め
て
不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。
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第
二
章

『
紫
陽
真
人
悟
真
篇
註
疏
』
翁
葆
光
注

第
一
節

分
析
の
方
針
と
使
用
テ
キ
ス
ト

本
節
で
は
翁
葆
光
注
の
思
想
分
析
に
先
立
ち
、我
々
は
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
る
べ
き
な
の
か
考
察
し
、

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
の
金
丹
正
理
大
全
本
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
節

翁
葆
光
注
の
煉
丹
理
論

本
節
で
は
、
特
に
「
先
天
の
気
」
と
い
う
概
念
に
注
目
し
て
翁
葆
光
注
の
煉
丹
理
論
の
分
析
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
翁
葆
光
注
の
煉
丹
理
論
は
「
先
天
の
気
か
ら
成
っ
た
丹
を
服
用
す
る
こ
と
で
、
後
天
の
物
質

で
あ
る
身
体
を
純
陽
・
無
形
へ
と
変
化
さ
せ
る
」と
い
う
基
本
的
枠
組
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ま
た
、
そ
の
理
論
は
具
体
的
に
は
三
段
階
に
分
か
れ
て
お
り
、
第
一
段
階
で
あ
る
「
金
丹
」
は
、
「
先

天
の
気
」
を
原
料
と
す
る
丹
薬
を
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
金
丹
」
は
、
無
質
で
あ
る
「
先
天
の

気
」
が
「
龍
虎
初
弦
の
二
気
」
の
交
合
を
媒
介
と
し
て
誘
引
さ
れ
、
有
質
の
丹
薬
と
し
て
凝
結
し
た
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
は
体
外
で
作
成
さ
れ
る
丹
、
す
な
わ
ち
「
外
薬
」
で
あ
る
。
こ
の
金
丹
を
経
口
服
用
す
る

こ
と
で
、
第
二
段
階
で
あ
る
「
金
液
還
丹
」
へ
と
移
行
す
る
。
こ
れ
は
金
丹
に
よ
っ
て
自
身
の
真
気
を
励

起
・
収
集
す
る
こ
と
で
、
金
丹
と
自
身
の
真
気
が
交
合
し
、
そ
れ
が
再
凝
結
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
金
液
還
丹
」
は
体
内
で
作
成
さ
れ
る
丹
、
す
な
わ
ち
「
内
薬
」
で
あ
る
。

金
丹
を
陽
と
す
れ
ば
、
人
身
は
五
臓
か
ら
神
・
精
・
気
に
至
る
ま
で
そ
の
全
て
が
、
陰
な
る
も
の
、
す

な
わ
ち
「
後
天
」
の
存
在
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
「
先
天
」
の
金
丹
を
体
外
か
ら
導
入
し
な
い

限
り
、
目
指
す
純
陽
の
体
は
決
し
て
実
現
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
先
天
・
後
天
」
理
解
が
根
底
に
あ

る
が
ゆ
え
に
、
翁
葆
光
注
は
心
腎
交
合
や
陰
陽
双
修
と
い
っ
た
い
わ
ば
「
後
天
」
の
煉
丹
を
徹
底
的
に
批

判
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。

第
三
節

彭
曉
か
ら
の
影
響

第
二
節
に
お
け
る
検
討
に
よ
り
、
翁
葆
光
注
は
彭
曉
か
ら
、
①
「
先
天
・
後
天
」
観
、
②
五
行
顛
倒
の

思
想
、
③
象
数
易
に
基
づ
く
時
間
加
速
の
理
論
と
い
う
三
つ
の
重
要
な
思
想
を
承
継
し
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
翁
葆
光
注
は
こ
れ
ら
の
彭
曉
の
思
想
を
よ
く
咀
嚼
し
、
無
理
な
く
自
ら
の
思
想
と
し
て
消
化
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
承
継
は
、
翁
葆
光
の
師
匠
筋
に
あ
た
り
、
ま
た
彭

曉
『
通
真
義
』
を
刊
行
し
た
と
さ
れ
る
劉
永
年
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
も
た
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
を

と
指
摘
し
た
。

第
四
節

龍
眉
子
『
金
液
還
丹
印
証
図
』
へ
の
影
響

本
節
で
は
、
翁
葆
光
注
が
後
世
へ
も
た
ら
し
た
影
響
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
、
翁
葆
光
注
の
思
想
を
継

承
し
て
い
る
文
献
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
龍
眉
子
『
金
液
還
丹
印
証
図
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
構

成
と
翁
葆
光
注
の
煉
丹
理
論
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
簡
単
に
検
討
し
た
。
そ
の
結

果
、
龍
眉
子
が
翁
葆
光
再
伝
の
弟
子
を
自
認
し
て
お
り
、
ま
た
『
印
證
図
』
に
説
か
れ
る
煉
丹
理
論
の
構

造
は
翁
注
の
そ
れ
と
よ
く
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。

補
節

翁
葆
光
注
の
著
者
に
つ
い
て

本
節
で
は
、
『
悟
真
篇
註
疏
』
翁
葆
光
注
の
分
析
の
一
助
と
し
て
、
翁
葆
光
注
の
著
者
は
本
当
は
誰
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
。
翁
葆
光
は
、
無
名
子
・
象
川
翁
と
い
っ
た
別
名
を
持
つ
人
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物
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
『
悟
真
篇
三
註
』
（
以
下
、
『
三
註
』
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
薛
道
光

注
も
実
際
は
翁
葆
光
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
翁
葆
光
像
が
定
着
す
る
過
程
に
お
い
て

決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
『
註
疏
』
に
お
い
て
翁
葆
光
注
を
疏
解
し
た
戴
起
宗
で
あ
る
。
彼
の

「
そ
れ
ま
で
薛
道
光
注
と
し
て
流
通
し
て
い
た
注
釈
は
、
実
は
翁
葆
光
の
作
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
は
広

く
受
け
入
れ
ら
れ
、
翁
葆
光
像
に
お
け
る
以
後
の
通
説
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
筆
者
は
別
本
『
三
註
』
・
道

蔵
本
『
三
註
』
・
『
還
丹
復
命
篇
』
と
い
う
三
種
の
薛
道
光
関
連
の
新
発
見
資
料
の
検
討
を
通
じ
て
、
戴

起
宗
所
引
の
薛
道
光
伝
記
の
妥
当
性
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
伝
記
を
根
拠
と
し
て
薛
道
光
注
の
実

在
性
を
否
定
す
る
戴
起
宗
の
主
張
は
受
け
入
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
薛
道
光
注
は
確
か
に
実
在
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
た
。
次
い
で
、
戴
起
宗
が
薛
道
光
注
の
存
在
を
否
定
し
た
動
機
を
考
察
し
、
張
伯

端
か
ら
連
な
る
二
つ
の
『
悟
真
篇
』
伝
授
の
系
譜
に
お
い
て
、
翁
葆
光
側
の
系
譜
の
地
位
を
相
対
的
に
引

き
上
げ
る
こ
と
に
そ
の
動
機
の
一
端
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
全
く
疑
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
〈
無
名
子
＝
翁
葆
光
〉
と
い
う
図
式
に
対
し
て
、
別
本

『
三
註
』
に
基
づ
い
た
〈
無
名
子
＝
薛
道
光
〉
と
い
う
新
説
を
提
示
し
、
こ
の
矛
盾
を
如
何
に
解
釈
す
べ

き
な
の
か
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
無
名
子
・
翁
葆
光
・
薛
道
光
の
三
名
を
巡
る
混
乱
は
、
実
は
か
な
り

早
い
段
階
で
生
じ
て
お
り
、
戴
起
宗
の
時
期
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

第
三
章

王
道
『
古
文
龍
虎
経
註
疏
』

第
一
節

『
龍
虎
経
』
と
そ
の
注
釈

本
節
で
は
南
宋
・
王
道
『
古
文
龍
虎
経
註
疏
』
（
以
下
、
『
龍
虎
経
註
疏
』
）
の
思
想
分
析
に
先
立
ち
、

本
書
の
性
格
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
。

第
二
節

著
述
の
経
緯

本
節
で
は
『
龍
虎
経
註
疏
』
註
疏
序
に
記
さ
れ
た
王
道
自
伝
を
主
た
る
材
料
と
し
て
、
王
道
が
本
書
を

著
述
し
た
経
緯
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。

第
三
節

王
道
の
煉
丹
理
論

本
節
で
は
、
『
龍
虎
経
註
疏
』
の
思
想
分
析
を
行
い
、
ま
ず
王
道
が
外
丹
と
内
丹
を
峻
別
し
た
上
で
自

覚
的
に
外
丹
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
彼
が
が
提
唱
す
る
「
外
丹
」
に
は
、
①
金
属

・
鉱
物
等
を
原
料
と
し
な
い
、
②
「
真
鉛
」
「
真
汞
」
と
呼
称
さ
れ
る
原
初
の
一
気
を
原
料
と
す
る
、
③

鼎
・
炉
な
ど
の
器
具
を
用
い
て
体
外
で
実
際
の
丹
を
作
る
、
と
い
う
三
つ
の
特
色
が
存
在
し
て
お
り
、
こ

れ
は
現
在
の
通
説
に
お
け
る
外
丹
に
は
全
く
当
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、

王
道
も
翁
葆
光
注
と
同
様
に
、
彭
曉
か
ら
そ
の
特
異
な
「
鉛
」
観
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

補
章

『
参
同
契
』
『
龍
虎
経
』
の
受
容
に
お
け
る
『
通
真
義
』
の
意
義

本
章
で
は
、
『
参
同
契
』
テ
キ
ス
ト
の
一
本
化
、
そ
し
て
『
参
同
契
』
伝
授
の
系
譜
の
逆
転
と
い
う
二

つ
の
観
点
か
ら
、『
通
真
義
』
が
果
た
し
た
意
義
を
論
じ
た
。

第
一
節

『
参
同
契
』
テ
キ
ス
ト
の
一
本
化
に
お
い
て

本
節
で
は
、
主
に
欽
偉
剛
氏
の
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
、
一
一
五
〇
年
代
頃
ま
で
継
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続
し
て
い
た
複
数
系
統
の
異
な
る
『
参
同
契
』
テ
キ
ス
ト
が
同
名
で
並
立
し
て
い
る
と
い
う
混
乱
し
た
状

況
に
お
い
て
、
一
一
五
〇
年
代
以
降
に
流
通
し
始
め
た
『
通
真
義
』
は
、
劉
永
年
・
葉
文
叔
・
翁
葆
光
注

・
王
道
、
そ
し
て
朱
熹
に
よ
っ
て
正
当
な
『
参
同
契
』
テ
キ
ス
ト
と
し
て
認
め
ら
れ
た
結
果
、
他
の
様
々

な
別
系
統
の
『
参
同
契
』
テ
キ
ス
ト
を
ほ
ぼ
完
全
に
駆
逐
し
、
結
果
と
し
て
『
参
同
契
』
テ
キ
ス
ト
を
現

行
本
の
形
に
一
本
化
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

第
二
節

『
参
同
契
』『
龍
虎
経
』
伝
授
の
系
譜
の
確
定
に
お
い
て

本
節
で
は
、
『
参
同
契
』
や
『
龍
虎
経
』
の
伝
授
の
系
譜
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま

た
そ
の
認
識
が
変
化
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
『
通
真
義
』
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
と
い
う

点
に
焦
点
を
当
て
、
魏
伯
陽
・
徐
従
事
・
淳
于
叔
通
と
い
う
三
人
の
人
物
の
先
後
関
係
と
、
『
参
同
契
』

『
龍
虎
経
』
『
五
相
類
』
と
い
う
三
つ
の
文
献
に
着
目
し
な
が
ら
関
連
資
料
を
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、

彭
曉
が
『
通
真
義
』
に
て
『
神
仙
伝
』
と
『
日
月
玄
枢
論
』
を
根
拠
と
し
て
、
「
『
参
同
契
』
は
魏
伯
陽

が
一
人
で
著
し
た
も
の
で
あ
り
、
徐
従
事
が
こ
れ
を
注
解
し
、
淳
于
叔
通
が
こ
れ
を
世
に
広
め
た
」
と
強

く
主
張
し
、
そ
れ
ま
で
の
通
説
で
あ
っ
た
〈
徐
従
事
→
魏
伯
陽
〉
と
い
う
系
譜
を
逆
転
さ
せ
、
〈
魏
伯
陽

→
徐
従
事
〉
〈
魏
伯
陽
→
淳
于
叔
通
〉
と
い
う
新
し
い
系
譜
を
提
唱
し
、
こ
れ
が
現
在
に
至
る
ま
で
『
参

同
契
』
師
承
の
系
譜
に
お
け
る
定
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
通
真
義
』
は
、
そ
の
実
質
的
な
流
通
開
始
は
お
そ
ら
く
南
宋
・
一
一
五
〇
年
代

以
降
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
様
々
な
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
正
当
な
『
参
同
契
』
注
釈
と
し
て
認
定
さ
れ
、

各
種
『
参
同
契
』
テ
キ
ス
ト
の
中
で
最
も
普
及
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
他
系
統
の
『
参

同
契
』
テ
キ
ス
ト
を
駆
逐
し
、
さ
ら
に
『
参
同
契
』
伝
授
の
系
譜
に
つ
い
て
の
従
来
の
認
識
を
も
一
変
さ

せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
四
庫
全
書
本
『
通
真
義
』
の
提
要
に
「
諸
家
の
『
参
同
契
』
注
釈

は
『
通
真
義
』
を
最
古
の
『
参
同
契
』
注
釈
と
見
な
し
て
い
る
」
と
あ
る
通
り
、
こ
れ
ま
で
は
『
通
真
義
』

は
現
存
最
古
の
『
参
同
契
』
注
釈
で
あ
る
と
い
う
点
の
み
が
注
目
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
が
、
む
し

ろ
『
通
真
義
』
の
本
当
の
重
要
性
は
、
後
発
の
注
釈
で
あ
り
な
が
ら
も
『
参
同
契
』
と
い
う
文
献
そ
の
も

の
の
テ
キ
ス
ト
、
及
び
伝
授
の
系
譜
を
定
め
た
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
故
『
参
同
契
』
受
容
史
を
分

析
す
る
上
で
は
『
通
真
義
』
は
最
も
重
要
な
注
釈
だ
と
考
え
ら
れ
る
と
結
論
し
た
。
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終
章

「
外
丹
」
再
定
義
の
試
み

第
一
節

従
来
の
外
丹
・
内
丹
観
の
問
題
点

本
節
で
は
、
ま
ず
、
本
稿
で
扱
っ
て
き
た
三
つ
の
文
献
が
説
く
煉
丹
理
論
に
お
け
る
共
通
点
を
、
現
代

の
一
般
的
な
外
丹
・
内
丹
観
に
照
ら
し
て
分
類
し
た
上
で
以
下
の
通
り
示
し
た
。

・
内
丹
を
示
唆
す
る
特
徴

①
そ
の
宇
宙
観
の
頂
点
に
、
そ
し
て
そ
の
煉
丹
理
論
の
根
底
に
、
超
常
的
な
存
在
で
あ
る
「
真
鉛
」

を
置
き
、
こ
れ
を
最
も
重
要
な
煉
丹
の
材
料
と
す
る
。

②
一
般
的
な
金
石
草
木
を
煉
丹
の
材
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
、
強
く
否
定
し
て
い
る
。

・
外
丹
を
示
唆
す
る
特
徴

③
実
際
の
装
置
と
し
て
の
鼎
器
を
用
い
て
煉
丹
を
行
う
。
そ
の
際
、
鼎
器
の
内
部
に
お
け
る
陰
陽
五

行
の
運
行
を
適
切
に
制
御
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
。

④
作
成
す
る
丹
薬
は
、
実
際
の
形
質
を
備
え
た
粒
状
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
経
口
服
用
す
る
こ
と

で
不
死
や
登
仙
が
実
現
す
る
。

そ
の
上
で
、
第
一
章
第
三
節
に
て
先
行
研
究
の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
、
彭
曉
の
「
金
石
草
木
の
否
定
」

と
い
う
思
想
的
特
徴
を
も
っ
て
こ
れ
を
内
丹
と
判
断
す
る
見
解
を
再
掲
し
、
こ
の
よ
う
な

「
金
石
草
木
の
否
定
」
→
「
よ
っ
て
外
丹
で
は
な
い
」
→
「
よ
っ
て
内
丹
で
あ
る
」

と
い
う
見
解
の
背
後
に
は
、
「
外
丹
の
材
料
は
例
外
な
く
金
石
草
木
で
あ
る
」
、
そ
し
て
「
全
て
の
煉
丹

術
は
例
外
な
く
外
丹
・
内
丹
の
ど
ち
ら
か
に
分
類
さ
れ
る
」
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を

指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
思
い
込
み
が
彭
曉
ら
の
思
想
の
分
類
を
難
し
く
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ

た
。

第
二
節

「
外
丹
」
再
考

本
節
で
は
、
前
節
で
挙
げ
た
「
外
丹
の
材
料
は
例
外
な
く
金
石
草
木
で
あ
る
」
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が

そ
も
そ
も
正
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
確
認
す
べ
く
、
外
丹
、
つ
ま
り
体
外
で
丹
を
作
る
思
想
に
つ
い
て
改

め
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
外
丹
に
は
実
践
的
な
外
丹
と
理
論
的
な
外
丹
と
い
う
二
系
統
の
外
丹
が
存

在
す
る
こ
と
を
確
認
し
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
に
於
い
て
は
『
易
』
と
陰
陽
五
行
思
想
の
導
入
が
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
外
丹
の
材
料
は
例
外
な

く
金
石
草
木
で
あ
る
」
と
い
う
我
々
が
抱
く
暗
黙
の
了
解
は
外
丹
の
実
態
に
即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
我

々
は
外
丹
に
抽
象
性
、
ま
た
は
非
実
践
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

第
三
節

網
羅
的
な
分
類
の
試
み
と
「
外
丹
」
の
再
定
義

本
節
で
は
、
外
丹
と
は
「
鉱
物
を
金
な
い
し
金
と
同
様
の
性
質
を
も
つ
と
さ
れ
る
物
質
へ
と
化
学
変
化

さ
せ
る
技
法
」
で
あ
り
、
内
丹
と
は
「
気
の
操
作
に
よ
り
体
内
に
金
丹
を
生
み
出
す
技
法
」
で
あ
る
と
い

う
現
在
の
分
類
基
準
は
、
理
論
的
・
非
実
践
的
な
外
丹
と
い
う
も
の
を
そ
も
そ
も
想
定
し
て
い
な
い
も
の

で
あ
り
、
故
に
「
全
て
の
煉
丹
術
は
例
外
な
く
外
丹
・
内
丹
の
ど
ち
ら
か
に
分
類
さ
れ
る
」
と
い
う
暗
黙
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の
了
解
は
や
は
り
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
の
根
本
的
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
筆
者
は
、
外
丹
の
二
系
統
を
分
類
す
る
基
準
で
あ
っ
た
「
実

践
性
」
と
「
非
実
践
性
」
（
≒
理
論
性
・
抽
象
性
）
と
い
う
対
立
項
を
外
丹
・
内
丹
の
全
体
に
導
入
す
る

こ
と
で
、
網
羅
的
か
つ
正
確
な
分
類
が
可
能
に
な
る
と
考
え
た
。
試
み
に
こ
れ
を
象
限
図
に
て
示
せ
ば
、

左
の
通
り
で
あ
る
。

【
図
表
】
外
丹
・
内
丹
の
区
分

本
図
は
、
「
丹
薬
が
完
成
す
る
地
点
」
を
横
軸
に
、
「
そ
の
思
想
の
傾
向
」
を
縦
軸
に
取
る
こ
と
で
、

あ
ら
ゆ
る
煉
丹
術
を
遺
漏
無
く
分
類
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
図
に
お
い
て
は
、
Ａ
・
Ｄ

の
領
域
が
「
外
丹
」
で
あ
り
、
Ｂ
・
Ｃ
の
領
域
が
「
内
丹
」
に
当
た
る
。
そ
し
て
、
現
状
の
分
類
に
お
け

る
「
外
丹
」
は
、
「
外
丹
の
材
料
は
例
外
な
く
金
石
草
木
で
あ
る
」
と
い
う
暗
黙
の
了
解
に
よ
っ
て
Ｄ
領

域
の
み
に
限
定
さ
れ
、
Ａ
領
域
は
黙
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
図
に
彭
曉
と
そ
の
後
継
者
た
ち
の

思
想
を
当
て
は
め
れ
ば
、
彼
ら
が
提
唱
す
る
煉
丹
術
は
、
理
論
的
か
つ
体
外
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の

で
、
Ａ
領
域
に
属
す
る
「
外
丹
」
で
あ
る
と
分
類
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
分
類
を
用
い
る
こ
と
で
、
誤
っ
た
暗
黙
の
了
解
に
よ
っ
て
実
践
性
を
強
要
さ
れ
て
い
た
外

丹
の
領
域
（
Ｄ
領
域
）
は
拡
張
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
そ
の
存
在
を
黙
殺
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
「
非

実
践
的
な
外
丹
」
と
い
う
領
域
（
Ａ
領
域
）
が
解
放
さ
れ
た
。
同
時
に
我
々
は
、
こ
れ
ま
で
長
く
外
丹
・

内
丹
の
狭
間
を
揺
れ
て
い
た
彭
曉
、
そ
し
て
そ
の
後
継
者
た
ち
の
思
想
を
、
「
外
丹
」
の
一
展
開
、
つ
ま

り
『
易
』
や
陰
陽
五
行
思
想
の
導
入
に
よ
っ
て
そ
の
実
践
性
を
失
い
理
論
化
・
抽
象
化
し
て
い
っ
た
外
丹

思
想
と
し
て
、
無
理
な
く
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

結
語

本
節
で
は
、
本
稿
全
体
の
結
論
と
し
て
、
以
下
の
通
り
述
べ
た
。

第
一
章
に
て
五
代
・
彭
曉
の
『
参
同
契
』
注
釈
で
あ
る
『
通
真
義
』
等
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
そ
の
思

想
の
五
つ
の
特
徴
を
挙
げ
た
。
次
い
で
第
二
章
で
は
南
宋
成
書
の
『
悟
真
篇
註
疏
』
翁
葆
光
注
を
、
第
三

章
で
は
南
宋
成
書
の
『
龍
虎
経
註
疏
』
王
道
注
を
分
析
し
、
そ
の
煉
丹
理
論
の
枠
組
を
解
析
し
た
。
さ
ら
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に
こ
の
作
業
を
通
じ
て
彭
曉
の
思
想
の
特
徴
が
こ
の
二
書
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
『
参
同

契
』
・
『
悟
真
篇
』
・
『
龍
虎
経
』
と
い
う
重
要
な
煉
丹
文
献
の
、
最
も
代
表
的
な
注
釈
で
あ
る
こ
の
三
書

に
は
、
思
想
的
な
共
通
点
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
上
で
終
章
で
は
、
こ
の
唐
宋
期
の
文
献
群
が
共
有
し
て
い
る
思
想
的
特
徴
は
現
在
の
外
丹
・
内
丹

観
で
は
う
ま
く
分
類
で
き
な
い
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
外
丹
の
材
料
は
例
外
な
く
金
石
草

木
で
あ
る
」
、
そ
し
て
「
全
て
の
煉
丹
術
は
例
外
な
く
外
丹
・
内
丹
の
ど
ち
ら
か
に
分
類
さ
れ
る
」
と
い

う
二
つ
の
誤
っ
た
暗
黙
の
了
解
の
存
在
を
示
し
た
。
続
い
て
外
丹
と
そ
の
実
践
性
の
問
題
を
取
り
上
げ
、

外
丹
は
必
ず
し
も
実
践
性
を
追
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
『
易
』
や
陰
陽
五
行
思
想
の
導
入
に
よ
り
生
じ

た
非
実
践
的
な
外
丹
と
い
う
も
の
が
確
か
に
存
在
し
て
お
り
、
よ
っ
て
前
述
の
二
つ
の
暗
黙
の
了
解
は
誤

り
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
て
、
実
践
的
・
理
論
的
と
い
う
対
立

項
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
全
て
の
煉
丹
術
を
網
羅
で
き
る
と
思
わ
れ
る
外
丹
・
内
丹
の
区
分
図
を
提
示
し

た
。
そ
し
て
こ
れ
に
従
え
ば
、
本
稿
で
分
析
し
て
き
た
彭
曉
を
嚆
矢
と
す
る
唐
宋
期
の
一
連
の
文
献
群
を
、

従
来
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
理
論
的
・
非
実
践
的
な
外
丹
」
の
領
域
に
属
す
る
思
想
と
し
て
、

齟
齬
無
く
分
類
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。

以
上
が
本
論
文
の
概
要
で
あ
る
。


	/
	第一章　彭曉『周易参同契分章通真義』
	　本章では彭曉『通真義』の総合的研究を行った。まず『参同契』、『通真義』、そして『道蔵』所収の各種『参同契』注釈について簡単に解説した。
	/
	　 第一節　各種テキストを巡る問題
	　 　本節では、『通真義』をそのテキスト面から考察した。まず彭曉本人がどのような構成で『通真義』を制作したのか、その当時の『参同契』はどのような構成であったのか、という点を彭曉の言説から確認した。次いで、
	　 /
	　 第二節　彭曉の煉丹理論
	　 　本節では、『通真義』、及び彭曉のもう一つの著作である『還丹内象金鑰匙』（以下、『金鑰匙』）を用いて、主に丹薬の精製理論、火候の調整理論という二点からその煉丹理論を解析した。
	　 　まず丹薬の精製理論においては、彭曉が説く「鉛」が極めて重大な意味を持つものであることを最初におさえた上で、五行の変化に着目しながら分析を進めた。その結果、彭曉が五行顛倒（五行相生の順列を逆転させたも
	　 　続いて火候の調整理論という側面からは、彭曉が『参同契』本文に並列して記されている卦気説・十二消息卦・月体納甲説という三種の象数易技法を「火記」の理論に則って組み合わせ、一日を一ヶ月の縮小形、一ヶ月を
	　 /
	　 第三節　その思想の位置づけ
	第二章　『紫陽真人悟真篇註疏』翁葆光注
	　 第一節　分析の方針と使用テキスト
	　 　本節では翁葆光注の思想分析に先立ち、我々はどのテキストを用いるべきなのか考察し、国立公文書館内閣文庫所蔵の金丹正理大全本を用いることとした。
	　 /
	　 第二節　翁葆光注の煉丹理論
	　 　本節では、特に「先天の気」という概念に注目して翁葆光注の煉丹理論の分析を行った。その結果、翁葆光注の煉丹理論は「先天の気から成った丹を服用することで、後天の物質である身体を純陽・無形へと変化させる」
	　 /
	　 第三節　彭曉からの影響
	　 　第二節における検討により、翁葆光注は彭曉から、①「先天・後天」観、②五行顛倒の思想、③象数易に基づく時間加速の理論という三つの重要な思想を承継していること、そして翁葆光注はこれらの彭曉の思想をよく咀
	第三章　王道『古文龍虎経註疏』
	　 第一節　『龍虎経』とその注釈
	　 　本節では南宋・王道『古文龍虎経註疏』（以下、『龍虎経註疏』）の思想分析に先立ち、本書の性格について簡単に紹介した。
	　 /
	　 第二節　著述の経緯
	　 　本節では『龍虎経註疏』註疏序に記された王道自伝を主たる材料として、王道が本書を著述した経緯について紹介した。
	　 /
	　 第三節　王道の煉丹理論
	終章　「外丹」再定義の試み
	第一節　従来の外丹・内丹観の問題点
	　本節では、まず、本稿で扱ってきた三つの文献が説く煉丹理論における共通点を、現代の一般的な外丹・内丹観に照らして分類した上で以下の通り示した。
	/
	・内丹を示唆する特徴
	/
	その上で、第一章第三節にて先行研究の一例として取り上げた、彭曉の「金石草木の否定」という思想的特徴をもってこれを内丹と判断する見解を再掲し、このような
	/
	　 第二節　「外丹」再考
	　 　本節では、前節で挙げた「外丹の材料は例外なく金石草木である」という暗黙の了解がそもそも正しいものであるのか確認すべく、外丹、つまり体外で丹を作る思想について改めて検討した。その結果、外丹には実践的な
	　 /
	　 第三節　網羅的な分類の試みと「外丹」の再定義
	　 　本節では、外丹とは「鉱物を金ないし金と同様の性質をもつとされる物質へと化学変化させる技法」であり、内丹とは「気の操作により体内に金丹を生み出す技法」であるという現在の分類基準は、理論的・非実践的な外
	　 　この根本的な問題を解決するため、筆者は、外丹の二系統を分類する基準であった「実践性」と「非実践性」（≒理論性・抽象性）という対立項を外丹・内丹の全体に導入することで、網羅的かつ正確な分類が可能になる
	　 /
	　 結語

