
今
回
は
、
中
国
医
学
と
道
教
と
の
関
係
を
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世

界
で
糸
る
こ
と
に
し
た
。
権
威
的
な
医
書
や
宗
教
関
係
の
書
物
で
桑

る
こ
と
以
外
に
、
中
国
の
い
わ
ゆ
る
、
小
説
類
の
う
ち
に
こ
れ
ら
の

片
鱗
を
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
お
も
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
に
は
そ
れ
な
り
の
材
料
や
時
代
背
景
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
生
き
生
き
と
し
た
人
々
の
生
活
が
に
じ
み
で
て
い

る
。

そ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
四
大
奇
書
と
い
わ
れ
る
水
筒
伝
、
三
国
志
演

義
、
西
遊
記
、
金
瓶
梅
お
よ
び
紅
櫻
夢
等
の
内
容
を
検
討
し
た
が
、

今
総
会
で
は
こ
れ
ら
の
う
ち
、
金
瓶
梅
（
『
金
瓶
梅
詞
話
』
）
に
つ
い

て
ふ
れ
た
い
。

本
書
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
西
門
慶
と
い
う
、
山
東
省
清
河
縣
の

中
国
医
学
と
道
教
（
Ⅲ
金
瓶
梅
か
ら
）

吉
元
昭
治

薬
屋
の
主
人
の
半
生
を
描
い
た
も
の
で
、
時
代
は
宋
の
徽
宗
（
政
和

年
間
一
二
一
’
二
一
七
年
）
の
頃
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
本

書
の
作
者
は
、
笑
笑
生
と
い
う
だ
け
で
本
名
は
不
明
だ
し
、
明
代
の

万
暦
中
期
’
十
六
世
紀
の
終
り
頃
で
き
た
と
さ
れ
、
な
お
多
く
の

検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

主
人
公
、
西
門
慶
に
は
一
妻
四
妾
が
あ
り
、
本
書
の
名
も
、
濡
金

蓮
、
李
瓶
児
と
、
播
金
蓮
の
女
中
で
も
あ
る
春
梅
の
三
名
の
名
か
ら

由
来
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
彼
に
は
女
性
関
係
が
多
く
、
こ
の
た
め

本
書
は
そ
の
性
的
描
写
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
淫
書
の
レ
ッ
テ
ル
が
は
ら

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
つ
い
に
は
、
催
淫
剤
の
誤
用
で
命
を
失

う
に
到
る
。
そ
の
後
金
軍
の
侵
入
で
、
一
家
離
散
の
悲
劇
を
む
か
え

る
百
回
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
の
評
判
は
こ
れ
を
ゆ
る
さ
ず
、

続
金
瓶
梅
が
う
ま
れ
、
そ
の
後
の
物
語
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

本
書
の
内
容
を
分
析
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
淫
書
と
み
る
だ
け
で
は

大
き
な
誤
り
だ
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
政
治
、
経
済
、
民

俗
、
風
習
、
音
楽
、
詩
詞
、
芝
居
等
の
芸
術
、
飲
食
、
家
庭
内
の
生

活
風
景
、
娼
婦
の
街
、
な
ど
あ
ら
ゆ
る
人
為
の
生
活
が
目
の
前
に
あ

ら
わ
れ
、
ま
さ
に
、
北
宋
の
、
沐
京
（
現
、
開
封
）
の
有
様
を
描
い

た
、
清
明
上
河
図
の
世
界
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
が
う

（23）185



ま
れ
た
、
明
代
の
情
景
が
色
濃
く
で
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

今
回
、
発
表
す
る
本
書
の
中
国
医
学
と
道
教
に
関
す
る
部
分
を
抽

出
、
分
類
し
て
み
る
と
、
そ
の
量
の
多
さ
と
、
多
彩
さ
に
は
お
ど
ろ

く
べ
き
も
の
が
あ
る
。

医
学
関
係
で
は
、
中
医
学
の
術
名
が
多
く
で
て
く
る
し
、
登
場
す

る
医
師
も
立
派
な
医
師
も
い
る
し
、
や
ぶ
医
者
も
い
る
。
医
師
に
往

診
を
依
頼
す
る
手
続
や
、
そ
の
報
酬
の
仕
方
も
参
考
に
な
る
。
ま
た
、

な
ん
で
も
や
的
な
産
婆
も
顔
を
だ
す
。
処
方
さ
れ
た
薬
物
も
降
火
滋

養
湯
、
加
味
地
黄
丸
、
薄
荷
灯
心
湯
、
金
銀
湯
、
金
箔
丸
、
帰
脾

湯
、
百
補
延
命
丹
、
延
命
丹
、
牛
黄
清
心
蝋
丸
、
暖
宮
丸
薬
、
朱
砂

丸
薬
な
ど
数
多
く
ゑ
ら
れ
、
そ
の
他
接
鼻
散
、
和
合
湯
、
定
心
湯
、

神
棲
散
、
生
姜
湯
な
ど
の
治
療
薬
と
も
い
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ

れ
ら
の
う
ち
に
は
、
房
中
的
な
精
力
増
強
剤
、
妊
娠
を
期
待
す
る
も

の
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
西
門
慶
は
、
あ
る
胡
僧
よ
り
も
ら
っ
た
催

淫
剤
の
た
め
苦
し
桑
な
が
ら
三
十
三
才
の
命
を
お
わ
る
。

薬
物
療
法
の
ほ
か
に
、
灸
療
法
も
み
ら
れ
る
。
直
接
灸
で
あ
り
、

李
瓶
児
の
子
供
の
官
牙
が
ひ
き
つ
け
た
と
き
、
摺
竹
、
う
な
じ
の
も

と
、
両
手
の
関
、
尺
部
、
象
ぞ
お
ち
の
五
個
所
に
灸
を
す
え
恢
復
す

る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
セ
ッ
ク
ス

の
時
に
、
ゑ
ぞ
お
ち
、
頭
蓋
部
や
、
尾
砥
骨
な
ど
に
灸
を
す
る
処
が

二
、
三
あ
る
。

医
師
に
よ
る
治
療
法
が
無
効
で
、
命
も
旦
夕
に
せ
ま
っ
た
と
き
に

は
、
道
士
が
呼
び
入
れ
ら
れ
、
あ
の
世
に
さ
し
さ
わ
り
な
く
渡
れ
る

よ
う
配
盧
さ
れ
、
そ
の
生
れ
変
る
来
世
の
姿
を
き
く
。

女
性
が
分
娩
に
よ
っ
て
死
に
到
る
と
き
は
、
前
総
会
で
も
の
べ
た
、

血
盆
経
が
あ
げ
ら
れ
る
し
、
さ
ら
に
、
地
獄
の
閻
魔
大
王
な
ど
（
十

大
地
獄
）
に
対
し
て
は
、
太
乙
救
苦
天
尊
に
救
い
を
求
め
る
。
倒
頭

経
と
い
う
の
も
あ
る
。

病
が
篤
い
と
き
に
は
、
そ
の
他
、
放
生
や
、
善
書
を
印
刷
し
て
配

布
し
善
行
を
つ
ぷ
、
寺
廟
で
、
捧
げ
も
の
や
祭
祀
を
す
る
。

本
書
の
内
容
か
ら
い
え
ば
、
仏
教
よ
り
道
教
の
方
に
比
重
が
高
い

よ
う
で
あ
る
。
道
士
に
も
い
い
加
減
な
も
の
や
、
好
色
な
も
の
も
あ

り
、
銭
疾
火
と
い
う
祈
祷
師
の
滑
稽
な
祭
祀
場
面
も
あ
っ
た
り
す

る
（
第
五
十
三
回
）
。
一
般
的
に
こ
れ
ら
道
士
は
、
符
録
派
や
、
経
典

派
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
正
一
教
道
士
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
祈
祷

の
な
か
に
も
、
跳
神
と
い
う
シ
ャ
ー
マ
ン
の
側
面
も
ぶ
ら
れ
る
。

そ
の
他
、
民
間
信
仰
的
な
も
の
や
、
卜
占
が
あ
り
、
算
命
師
、
地
理

師
も
で
て
く
る
。
看
百
病
、
本
命
灯
、
求
識
、
亀
卜
、
水
腕
占
い
、
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相
命
な
ど
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
求
嗣
に
強
い
お
も
い
が
あ
り
、
そ

の
た
め
の
服
薬
、
交
接
の
期
日
な
ど
も
し
る
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
金
瓶
梅
は
、
た
ん
な
る
小
説
、
そ
れ
も
淫
書
と
し
て

み
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
、
中
国
の
各
部
野
の
有
様
を
如
実
に
物

語
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
、
中
国
医
学
と
道
教
の
流
れ
の
一
時
期
を

側
面
か
ら
知
り
え
る
重
要
な
鍵
を
に
ぎ
っ
て
い
る
と
お
も
う
。

（
順
天
堂
大
学
産
婦
人
科
）

按
腹
は
腹
診
の
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
元
来
は
腹
を

お

さ
ぐ

按
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
按
し
て
探
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
按
し
て

治
療
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
療
術
と
し
て
の
按
腹
は
按
摩
術
の
一
部

分
で
あ
り
、
本
来
按
摩
は
現
今
の
よ
う
に
単
な
る
筋
肉
の
凝
り
を
撰

ぶ
ほ
ぐ
す
術
で
は
な
く
、
針
灸
術
と
同
様
に
広
い
応
用
範
囲
が
あ
っ

た
。
そ
れ
故
に
わ
が
国
で
最
初
に
医
師
法
を
定
め
た
大
宝
律
令
で

も
、
医
師
医
博
士
、
針
師
針
博
士
と
と
も
に
、
按
摩
師
按
摩
博
士
の

規
定
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
後
わ
が
国
の
漢
方
医
学
は
湯
薬
療
法
が
主
流
と
な
り
、
針

灸
術
は
従
属
的
な
地
位
を
占
め
、
按
摩
は
さ
ら
に
低
い
地
位
に
転
落

し
た
。
江
戸
後
期
文
政
十
年
に
梓
行
さ
れ
た
大
田
晋
斉
の
『
按
腹
図

．
な
り

め
し
い
や
も
め

解
』
に
は
「
世
に
此
の
技
を
業
と
す
る
人
多
く
は
盲
人
、
寡
女
或
は

療
術
と
し
て
の
按
腹
（
腹
と
り
）
の
歴
史

中
村

昭
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