
◀

▶

◀

▲東方書店

�
東
方
�
二
七
九
号
よ
り

 

現
代
の
仙
人
と

　
　

中
国
古
代
の
生
物
観

 

川
原 

秀
城
�
東
京
大
学
�

　

�
と
こ
ろ
で
雁
の
四
徳
�
て
知
�
て
ま
す
か
��
小
林
清
市
君
の
静

か
な
声
が
聞
こ
え
る
��
李
時
珍
の
�
本
草
綱
目
�
に
�
雁
に
は
四

徳
が
あ
る
�
寒
け
れ
ば
北
か
ら
南
へ
む
か
い
�
熱
け
れ
ば
南
か
ら
北

に
む
か
う
�
こ
れ
が
信
で
あ
る
�
飛
ぶ
と
き
に
は
行
列
の
秩
序
が
あ

り
�
前
の
も
の
が
鳴
け
ば
後
の
も
の
が
唱
和
す
る
�
こ
れ
が
礼
で
あ

る
�
配
偶
者
を
失
え
ば
�
ふ
た
た
び
配
偶
し
な
い
�
こ
れ
が
節
で
あ

る
�
夜
に
は
群
れ
の
ま
ま
宿
り
�
一
羽
が
巡
警
す
る
�
昼
に
は
蘆
を

く
わ
え
て
鳥
網
を
避
け
る
�
こ
れ
が
智
で
あ
る
�
と
あ
る
で
し
�

う
�
あ
れ
で
す
よ
�
�
詳
し
く
は
�
本
書
頁
三
八
二
以
下
を
参
照
さ

れ
た
い
��
著
者
の
は
に
か
ん
だ
よ
う
な
笑
顔
が
み
え
る
�

　

良
書
に
接
し
た
と
き
�
あ
る
い
は
一
冊
の
本
を
読
み
あ
げ
て
心
か

ら
よ
か
�
た
と
感
じ
た
と
き
�
不
思
議
な
感
覚
に
お
そ
わ
れ
た
り
独

特
な
心
理
状
態
に
な
�
た
経
験
を
お
も
ち
の
か
た
も
さ
だ
め
し
多
い

こ
と
で
あ
ろ
う
�
わ
た
し
も
時
折
そ
れ
が
お
こ
る
�
恩
師
の
藪
内
清

先
生
や
湯
浅
幸
孫
先
生
の
著
書
を
読
ん
だ
と
き
に
は
�
身
が
引
き
締

ま
る
思
い
が
す
る
し
�
本
田
済
先
生
の
文
章
を
読
ん
だ
と
き
に
は
�

中
国
研
究
を
志
し
て
よ
か
�
た
と
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
る
�
山
田
慶

兒
先
生
や
木
下
鉄
矢
氏
の
文
章
を
読
ん
だ
と
き
に
は
�
な
ぜ
か
わ
か

ら
ぬ
が
か
れ
ら
の
独
特
の
字
体
�
筆
記
体
�
が
思
い
浮
か
ぶ
�
だ
が

今
回
�
小
林
君
の
著
書
を
読
ん
で
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
は
�
学
部
学

生
時
代
の
か
れ
の
面
影
で
あ
る
�
ま
る
で
仙
人
の
よ
う
に
無
欲
に
語

り
か
け
る
そ
の
姿
が
�
�
�

▼

一

▲

　

本
書
は
�
四
七
歳
で
こ
の
世
を
去
�
た
奇
才
�
小
林
清
市
君
�
一

九
四
九―

九
七
�
の
遺
稿
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
�
目
次
を
記
せ

ば―
―

�

第
一
部　

�
南
方
草
木
状
�
の
研
究

　

�
南
方
草
木
状
��
訳
注
�

　

�
南
方
草
木
状
��
影
印
版
�

　

�
南
方
草
木
状
�
解
題
�
櫻
井
謙
介
�

　

�
本
草
綱
目
�
の
記
載
方
法
に
か
ん
す
る
一
試
論

第
二
部　

�
斉
民
要
術
�
の
世
界

　

�
斉
民
要
術
�
に
お
け
る
五
穀
と
五
木

　

�
斉
民
要
術
�
に
み
る
醸
造
の
呪
術

　

�
斉
民
要
術
�
の
求
め
た
味

　

�
斉
民
要
術
�
の
な
か
の
家
畜
の
病

第
三
部　

中
国
博
物
学
縦
覧

ク
リ
�
ク
す
る
と
次
の
段
に
ジ
�
ン
プ
し
ま
す
�

小
林
清
市
著

�
中
国
博
物
学
の
世
界

　

―
―

�
南
方
草
木
状
��
斉
民
要
術
�
を
中
心
に
�

Ａ
５
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四
四
四
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陸
疏
の
素
描

　

虎
豹
を
食
う
怪
樹
の
話

　

清
朝
考
証
学
派
の
博
物
学

　

経
学
者
の
昆
虫
観

　

魏
・
晋
時
代
の
諍

　

中
国
古
代
の
昆
虫
観

　

雁
の
四
徳
に
つ
い
て

　
　

　

本
書
は
大
き
く
三
部
に
わ
か
れ
�
第
一
部
の
�
南
方
草
木
状
�
と

第
二
部
の
�
斉
民
要
術
�
と
第
三
部
の
中
国
博
物
学
の
研
究
か
ら

な
�
て
い
る
�

　

第
一
部
の
��
南
方
草
木
状
�
の
研
究
�
は
�
中
国
最
古
の
植
物

誌
�
南
方
草
木
状
�
�
著
作
年
代
未
詳
�
に
か
ん
す
る
研
究
で
あ
り
�

論
文
に
く
わ
え
て
本
邦
初
の
訳
注
と
原
書
の
影
印
も
あ
わ
せ
て
収
め

ら
れ
て
い
る
�
同
書
は
従
来
�
晋
の
漫
含
の
撰
と
さ
れ
て
き
た
が
�

著
者
の
考
証
に
よ
れ
ば
�
そ
の
可
能
性
は
な
い
�
ま
た
同
書
が
漫
含

の
撰
と
認
め
ら
れ
る
に
い
た
�
た
理
由
に
つ
い
て
�
明
の
李
時
珍
の

作
為
的
な
資
料
操
作
が
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
�

　

第
二
部
の
��
斉
民
要
術
�
の
世
界
�
は
�
中
国
の
代
表
的
な
農

書
�
斉
民
要
術
�
�
六
世
紀
�
に
か
ん
す
る
論
考
を
集
め
た
も
の
で

あ
る
�
い
ず
れ
も
著
者
初
期
の
研
究
で
あ
り
�
初
期
の
問
題
関
心
の

所
在
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
��
斉
民
要
術
�
が
主
題
と
し
た
農
業

理
論
に
は
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
ず
�
同
書
を
博
物
学
や
家
政
学
の
重

要
な
資
料
と
位
置
づ
け
�
ユ
ニ
�
ク
な
論
考
を
す
す
め
た
と
こ
ろ

に
�
そ
の
特
徴
が
あ
る
�

　

著
者
の
分
析
結
果
を
命
題
化
し
て
の
べ
れ
ば―

―

��
斉
民
要
術
�

の
設
定
し
た
樹
木
と
穀
物
の
相
関
関
係
�
第
一
論
文
�
や
醸
造
の
タ

ブ
�
�
第
二
論
文
�
は
�
確
か
に
呪
術
的
な
色
彩
を
お
び
て
い
る
が
�

相
関
に
は
相
関
な
り
の
論
理
が
あ
り
�
生
物
相
互
の
関
係
を
生
態
系

と
し
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
し
�
禁
忌
に
も
禁
忌
な
り
の

論
理
が
あ
り
��
虫
�
の
存
在
が
禁
忌
を
生
ん
だ
こ
と
を
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
�
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
�

　

こ
う
し
た
視
点
は
著
者
の
よ
う
に
農
学
の
基
礎
訓
練
を
受
け
た
者

の
み
が
可
能
な
と
こ
ろ
で
あ
り
�
論
考
に
は
余
人
の
追
随
を
許
さ
な

い
と
こ
ろ
が
多
い
�
ま
た
第
三
論
文
は
�
斉
民
要
術
�
に
書
か
れ
た

三
四
〇
あ
ま
り
の
食
品
加
工
や
料
理
の
方
法
を
分
析
し
た
も
の
で
あ

る
が
�
類
似
の
研
究
の
存
在
を
知
ら
な
い
�
東
ア
ジ
ア
食
物
史
研
究

者
に
も
一
読
を
お
す
す
め
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
�

　

第
三
部
の
�
中
国
博
物
学
縦
覧
�
に
ま
と
め
ら
れ
た
論
考
は
�
第

一
論
文
の
�
陸
疏
の
素
描
�
を
の
ぞ
い
て
い
ず
れ
も
著
者
後
期
の
作

品
に
属
し
�
著
者
の
研
究
上
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
�
そ
れ
は
中

国
哲
学
と
博
物
学
の
間
に
横
た
わ
る
前
人
未
踏
の
領
域
で
あ
り
�
訓

詁
学
者
�
経
学
者
�
儒
者
�
と
博
物
学
者
�
本
草
学
者
�
道
教
学
者
�

の
視
点
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
�

　

第
二
論
文
の
�
虎
豹
を
食
う
怪
樹
の
話
�
は
�
虎
豹
を
食
う
怪
獣

と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
駮
�
は
く
�
が
や
が
て
あ
り
ふ
れ
た
樹
木

で
あ
る
と
認
知
し
な
お
さ
れ
る
過
程
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
�
著
者

は
い
う
��
駮
と
は
�
詩
経
�
に
詠
ま
れ
て
い
る
生
物
だ
が
�
漢
代

以
来
の
経
学
者
は
こ
と
ご
と
く
虎
豹
を
食
う
猛
獣
と
注
釈
し
�
そ
の

見
解
は
権
威
と
な
�
た
�
詩
の
本
義
に
た
ち
か
え
り
�
駮
は
獣
で
は

な
く
樹
木
で
あ
る
と
い
う
反
論
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は
晋
代
の
こ
と
で

あ
る
�
唐
の
孔
穎
達
は
そ
の
反
論
の
妥
当
性
を
認
め
つ
つ
も
�
漢
代

以
来
の
権
威
に
抵
触
す
る
と
い
う
理
由
で
退
け
た
�
こ
の
論
考
は
�

駮
を
め
ぐ
る
記
述
を
追
い
な
が
ら
�
伝
統
と
権
威
が
い
か
に
博
物
学

の
発
展
を
阻
害
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
��
頁
四
一
七
�

と
�

　

第
三
論
文
の
�
清
朝
考
証
学
派
の
博
物
学
�
も
同
様
な
ト
�
ン
か
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ら
な
り
�
�
爾
雅
�
釈
草
篇
�
前
漢
に
成
立
�
の
注
釈
書
を
資
料
と

し
て
�
清
朝
考
証
学
者
の
訓
詁
学
的
な
解
釈
と
そ
の
限
界
に
迫
�
て

い
る
��
魏
・
晋
よ
り
千
数
百
年
の
の
ち
�
中
国
は
ヨ
�
ロ
�
パ
の

自
然
科
学
の
一
部
を
受
容
し
は
じ
め
た
�
そ
の
時
代
の
経
学
者
の
動

植
物
観
を
扱
�
た
も
の
が
本
論
文
で
あ
る
�
そ
の
な
か
で
�
訓
詁
学

と
い
う
伝
統
的
な
手
法
が
�
一
方
で
は
解
釈
の
幅
を
ひ
ろ
げ
つ
つ

も
�
一
方
で
は
博
物
学
の
進
展
を
妨
げ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
の

疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
��
頁
四
一
八
��

　

第
四
�
第
六
論
文
は
�
具
体
的
な
昆
虫
を
選
ん
で
経
学
者
と
本
草

学
者
の
昆
虫
観
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
�

　

第
四
論
文
の
�
経
学
者
の
昆
虫
観
�
は
�
膾
豼
�
ジ
ガ
バ
チ
�
が

対
象
で
あ
る
��
膾
豼
は
�
詩
経
�
に
詠
ま
れ
て
い
る
昆
虫
だ
が
�

漢
代
の
経
学
者
に
よ
れ
ば
�
青
虫
を
も
ち
か
え
り
呪
文
に
よ
�
て
わ

が
子
に
変
え
る
と
い
う
�
以
来
膾
豼
は
教
化
や
徳
化
の
比
喩
と
し
て

使
わ
れ
て
き
た
�
一
方
�
本
草
学
者
は
膾
豼
は
卵
を
生
む
こ
と
を
観

察
に
よ
�
て
確
認
し
て
い
た
�
し
か
し
�
経
学
者
は
一
八
世
紀
に
至

る
ま
で
旧
説
を
守
�
た
�
こ
こ
に
経
学
者
の
昆
虫
観
が
あ
ら
わ
に
さ

れ
て
い
る
��
頁
四
一
四
��

　

第
五
論
文
の
�
魏
・
晋
時
代
の
諍
�
は
後
漢
か
ら
晋
に
か
け
て
偏

愛
さ
れ
た
諍
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
��
晋
の
陸
雲
は
諍
に

は
清
廉
の
徳
が
あ
る
と
し
て
絶
賛
し
た
�
清
廉
を
め
ぐ
�
て
�
儒
家

と
道
家
の
評
価
は
異
な
る
�
つ
ま
り
�
あ
る
程
度
評
価
は
す
る
も
の

の
�
往
々
に
し
て
自
己
犠
牲
に
収
束
し
社
会
性
を
持
た
な
い
た
め
に

次
善
の
徳
と
す
る
儒
家
と
�
そ
こ
に
虚
飾
を
感
じ
と
る
が
ゆ
え
に
時

に
は
揶
揄
の
対
象
と
す
る
道
家
と
の
対
立
で
あ
る
�
そ
の
よ
う
な
背

景
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
諍
に
託
さ
れ
た
陸
雲
の
心
情
と
思
想
に
迫
�

て
い
る
��
頁
四
一
四
��

　

著
者
は
中
国
伝
統
の
経
学
や
訓
詁
学
�
伝
統
や
権
威
と
い
い
か
え

る
こ
と
も
可
�
が
博
物
学
の
進
展
を
妨
げ
て
き
た
と
論
断
す
る
�
そ

の
理
由
に
つ
い
て
は
�
経
学
や
訓
詁
学
が
�
も
の
を
介
さ
な
く
て
も

饒
舌
に
な
れ
���
も
の
を
目
の
前
に
し
て
も
文
献
資
料
の
記
載
内
容

以
上
の
も
の
を
見
よ
う
と
し
な
い
�
か
ら
だ
と
い
う
�
頁
三
三
二
��

ま
た
�
経
学
の
世
界
に
お
い
て
は
�
先
賢
の
記
述
の
伝
承
が
第
一

義
�
で
あ
り
��
物
の
生
態
を
学
問
と
し
て
追
求
す
る
姿
勢
は
経
学
者

に
は
な
い
�
ま
た
�
か
れ
の
学
問
方
法
の
な
か
に
�
観
察
と
い
う
方

法
は
な
い
�
と
の
べ
て
い
る
�
頁
三
四
七
��
単
純
か
つ
明
快
な
指

摘
で
は
あ
る
が
�
前
近
代
の
学
問
の
一
面
を
み
ご
と
に
摘
出
す
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
と
の
べ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
�

　

小
林
君
の
�
小
動
物
を
媒
体
に
し
て
時
代
を
綴
る
�
と
い
う
文
化

史
的
な
研
究
方
法
は
�
間
違
い
な
く
か
れ
自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ

り
�
�
現
代
の
仙
人
�
と
称
さ
れ
た
か
れ
で
な
け
れ
ば
構
想
し
え
な

か
�
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
�

　

だ
が
遺
稿
集
を
読
ん
で
思
�
た
の
は
�
友
人
を
亡
く
し
た
無
念
さ

で
あ
り
�
奇
才
を
失
�
た
喪
失
感
ば
か
り
で
あ
る
�

　

内
容
批
判
�
方
法
論
批
判
を
し
よ
う
と
い
ろ
い
ろ
努
力
は
し
た

が
�
著
書
を
開
け
ば
た
だ
ち
に
苦
学
生
時
代
の
痩
せ
こ
け
た
か
れ
の

面
影
が
思
い
浮
か
び
�
ど
う
し
て
も
理
性
的
に
な
れ
な
い
�
研
究
者

と
し
て
恥
ず
か
し
い
か
ぎ
り
で
は
あ
る
が
�
い
か
ん
と
も
し
が
た

い
�
書
評
に
つ
き
も
の
の
批
判
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
�
お
許
し
を

こ
い
ね
が
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
�
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