
笏
文
化
史
の
窓
⑥
笏

「神

仙

思
想

」
小
考

竹
内

肇

中
国

の
古
典
籍

を
見

る
と
、
「
神
仙
」
と

か

「
仙
人
」

と
か
、

あ
る

い
は

「
真
人
」

と
か
、

さ

ら
に
は
、

そ
れ
等
が
住
む
世
界
な
ど
が
ま

こ
と
し
や
か

に
語

ら
れ
て
い
る
場
面

に
出
会
う
。
そ

こ
に
用

い
ら

れ

て

い

る
、
「神

」
・

「
仙
」
・
「
真
」
な
ど

の
語

は
、
本
来
、

ど

の
よ
う
な
意
識

で
造
ら
れ
、
、
ど

の

よ
う
な
意
味
を
持

つ
も

の
と
し
て
老
え
ら
れ
た

の
か
、
な
ど

の
諸

問
題
に
触

れ

る
こ
と

は
こ
こ
で
は

一
ま
ず
避
け
る
が
、
彼
等

は
、

い
ず
れ
も
、
不
老
不

死
の
存
在
と
見
な
さ
れ

て
、
秦

の
始
皇
帝
や
漢

の
武
帝
な
ど

の
、
そ

の
時

々

の
権
力
者

の
興
味
を
大

い
に
引
き
付
け

た
よ
う

で
あ
る
。
権
力
者
達
は
、
現

世

で
の
悦
楽

の
不
朽
、
幽

明
境
を
異

に
し
た
忘
れ
難
き
者
と

の
再
会
、
な
ど

の
願

い
を
叶
え

て
く
れ

る
も

の
と
し

て
、
超
自
然
的
な
不
老
不
死

の
存
在
を

信

じ
、
そ

の
境
地

に
憧
れ
も

し
た
の
で
、
そ

の
よ
う
な
心
境
は
、
す
な
わ
ち
、

現
世

に
執
着
す

る
心

の
高

ぶ
り

に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
も

い
え
よ
う
。

現
世

に
執
着
す
る
心

の
底

に
潜
む
も

の
は
、

無
論
、
「
死
」

へ
の
恐
怖

に

相
違
あ

る
ま
い
。
そ
う
老

え
る
と
、
「
死
」

を

忌
避

す
る
こ
と
こ
そ
が
何

よ

り
も
肝
要
な

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
、
「
不
老
不
死
」

な
ど
と

い
う
意
識

は
、
最
初
か
ら
虚
構
も
さ
れ
な
か

っ
た

に
違

い
な

い
。
権

力
者
達
も

「
死
」
が
避
け
難

い
も

の
で
あ
る
と
は
、
実
は
悟

っ
て
い
た

の
で

あ
り
、
悟

っ
て
い
た
だ

け
に
、
か
え

っ
て
、
得

ら
れ

ぬ
も

の
を
希
求
す

る
心

が
募

り
、
自
身

を
真
人

と
称
し
た
り
、
承
露
盤

を
さ

さ
げ

た
仙
人

の
巨
像
を

造

る
、
な
ど

の
行
為

に
走

っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

「
呂
氏
春
秋
」

(巻
十

孟
冬
紀
)

の

「
安

死
」

に
は
、
「
夫
れ
死
な
る
も

の

は
、
其

れ
よ
り
萬
歳

を
視

る
も
猶

お

一
瞶

の
ご
と
き
な
り
。
人

の
寿

は
之
を

久

し
く
す

る
も
百

を
過
ぎ
ず
。
申
寿

は
六
十
を
過
ぎ
ず
。
百
と
六
十
と
を
も

っ
て
無
窮
者

の
慮

を
為

さ
ば

、

其

の
情
必
ず
相

い
当

ら
ざ
ら

ん
。」

と
あ
る

が

、
そ
こ
で
は
、
い
か
な

る
長
寿

で
も

「
死
」

に
比

べ
れ
ば

一
瞬

の
短

か
さ

に
過
ぎ

ぬ
と
し
、
そ

の

「
死
」
を
、

た
か
だ

か
百
歳
程

の
寿

し
か
保

て
ぬ
人

間
が

左
右

し
よ
う
と
す

る
こ
と
の
愚

か
し
さ

に

つ
い
て
説

い
て
い
る

の
で
あ

り
、
同
じ
く

(巻

二
十

二
慎
行
論
)

の

「
慎
行
」

で
は
、
黄
帝

の
貴
、
発
舜

の
賢

、
孟
賁

の
勇
で
も

、
「
死
」

を
避
け

る
こ
と

は
不
可
能

で
あ
り
、

し
た

が

っ
て
、
「
人

は
固

よ
り
皆

死
す

。」
と
断
じ

て
い
る

の
で
あ
る
。
「
韓
非

子
」

の
説
林
上
篇

や
外
儲
説
篇

に
引
く
説
話

で
は
、
荊
王
や
燕
王
が
不
死

の
薬
や

不

死
の
道

を
盲
信

し
よ
う
と
す

る
の
を
家
臣
等
が
巧

み
に
諌

め
て
い
る
が
、

権
力
者

以
外

の
者

の
方
が

、
か
え

っ
て
、
「
死
」

の
必
然
性
を
直
視
し
、

不

可
避

の
も

の
と

し
て
、
そ
れ

を
、
直
截

に
、
冷
静

に
受
け
止

め
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

曽
布

川
寛
氏

は
、

そ

の
著

「
崑
崙
山

へ
の
昇
仙
」
(
申
公
新

書
)
℃
°
這

で
、

『
申
国
人

の
伝
統
的

な
死
生
観

は
、
「
礼
記
」
郊
特
性

に

「
魂
気

は
天

に
帰
し
、

形
魄

は
地

に
帰

す
」
と
あ

る
よ
う

に
、

死
後
、
人
間

は
精
神
的
な
魂
と
肉
体

的
な
魄

に
分
解

し
、
魂

は
天

に
帰

り
、
魄

は
土

に
帰

る
と
考
え

た
が
、

こ
の

天
に
帰
る
と
い
う
魂

に

つ
い
て
、
当
時

の
人

々
は
そ

の
永
遠
不
死
を
切
実

に

信

じ
、

昇
仙

図
を
作

っ
た
の
で
あ

る
。』

と
論
述
す

る
。

ま

こ
と

に
そ

の
通

り
な
の
で
あ

ろ
う
と
賛
同
す

る
も

の
で
あ

る
が
、
精
神
的
な
魂
と
肉
体
的
な
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魄

と
が
分

か
れ
る
こ
と
自
体
が

、
す

で
に
、
「
死
」

を
意
味
す

る
こ
と

で

あ

ろ
う
か
ら
、
た
と
え
、
天

に
帰

る
魂

に

つ
い
て
、
当
時

の
人

々
が
永
遠
不
死

を
切
実

に
信

じ
た
と

し
て
も
、
そ

の
意
識

の
根
底

に

「
死
」

へ
の
強
烈
な
認

識

が
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
と
考
え

る
こ
と

は
否

め
な

い
と
思
う
。

畏
友
石
川

三
佐
男
琉

(
専
修
大
学
)

も

『
「
楚
辞
」

九
章

の
橘

頌
篇

の
意

味
す

る
も

の
に

つ
い
て
i

九
章

の
主
題

の
解
明

に
向

け

て
』

(
日
本
中
国

学
会
第

三
十
九
回
大
会
発
表
資
料
)
似
下
段

で
、
離

騒
篇

は

「
形
餽

の
雄
」

が

み
ず

か
ら

の

「
霊
魂
」
を
求
め
て
天
上

へ
遊

行
し
て
行
く
、
永
遠

不
死
を

願
う
思
想
を
主
題
と
す
る
作
品

で
あ
る
、
と

の
趣
旨

を
述

べ
る
が
、

こ
こ
で

の
、
形
餽
と

「
霊
魂
」

の
分

離
と

い
う
、
離
騒
篇

に
つ
い
て

の
氏

の
解

釈
か

ら
も
、
当
時

の
人

々
に

「
死
」

へ
の
認
識

の
強
か

っ
た

こ
と
は
知
ら
れ
よ
う
。

許
慎

の

「
説
文
解
字
」

に
は
、
「
僊
」

の
字

の
説

明

と

し

て
、
「長
生
僊

去
」

の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
僊
去

の
意
味

に
つ
い
て
は
、
こ

こ
で
は
、
仙
去

と
同
意
義
、
と
だ
け

に
止

め
て
お
く
が
、
長
生

に
つ
い
て
は
、
不
老
長
生
と

表
現
さ
れ

て
、
不
老
不

死
と
同

一
視
さ
れ

て
い
る

こ
と
な
ど

に
注
意
し
な
け

れ
ぽ
な
ら
な

い
。
長
生
と

は
い
か

に
長
寿

で
あ
ろ
う
と
も
必
ず
終

焉
が
あ
る

と

い
う

こ
と

で
あ
り
、
不

死
と

は
永
遠

の
生
が
保
証
さ
れ
る
と

い
う

こ
と
な

の
で
あ
れ
ば
、
長
生
と
不

死
と
を
同

一
視
す
る

こ
と
は

で
き
な

い
筈
だ
と
思

わ
れ

る
か
ら

で
あ

る
。
不
老
長
生
と

は
、

恐
ら
く
、
「
死
」

が
不
可
避
で
あ

る
こ
と
が

一
層

明
確

に
意
識
さ
れ
る
と
同
時

に
、

「
不
死
」

は
非

現
実

的
で

あ

グ
、
実
現
不
可
能

で
あ

る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
結
果
、
不
老
不

死
よ
り
も
合
理
的

で
納
得

で
き

る
も

の
と

し
て
用

い
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

表
現
な

の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

後
漢

の
王
充
が
著

わ
し
た

「
論
衡
」

は
、
俗
信

を
否
定
し
、
虚
妄

の
言
を

拒
絶
す

る
内
容

で
、
よ
く
知

ら
れ

て
い
る
が

、
そ

の
道
虚
篇

で

は
、
「
夫
れ

人
は
物
な
り
、
貴
き

こ
と
王
侯
為

り
と
雖

も
、
性

は
物

に
異

ら
ず
。
物

は
死

せ
ざ
る
無
け
れ
ば

、

人
安

ん
ぞ
能
く
仙

な
ら
ん
。」
と

、

人

は
死
を
忌
避

で

き

ず
、
し
た
が

っ
て
、
仙

に
も
な
る
こ
と

は
で
き

な
い
と
、
断
言

し
て
い
る
。

王
充

の
頃

に
は
人

間
社
会

や
自
然
界

の
諸
現
象

を
よ
り
合
理
的

に
認
識

し
よ

う
と
す
る
風
潮
が
高

ま

っ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
併

せ
考
え
れ
ぽ
、
不
合
理
な

「
不
死
」

よ
り
も
合

理
的

な

「
長
生
」

が
注
目
さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
理
由

も
、
理
解

で
き

る
よ
う
で
あ
る
。

後
漢
末

に
士
庶
人

に
信
ぜ

ら
れ
た
五
斗
米
道
や
太
平
道
も
、
そ

の
神
仙
術

的

要
素

よ
り
、
治
病

の
た
め
の
呪
術
が
人
心

を
引
き
付

け
た
の
で
あ

る
。
現

世

で

の
利
益

を
求

め
る
人

々
に
し
て
み
れ
ば

「
死
」

は
最
も
忌
避
す

べ
き
も

の
で
あ

っ
た
に
相
違

な
く

、
そ

れ
と
直
接
間
接

に
か
か
わ
る
病
を
平
癒
さ

せ

る
こ
と
は
最
重
要

の
願

い
で
あ

っ
た
に
違

い
な
い
。
そ

の
よ
う
な
人
達
が
、

「
不
死
」

よ
り
も
、
よ
り
現
実
的

な
、
「
長
生
」

に
志
向

し
た
と

し
て
も
不
思

議

は
あ
る
ま
い
。

奮
康

の

「
養
生
論
」

で
も
、
「
導
養
」

の
理
を
会
得
す
れ
ば
数
百
年

か
ら

千

余
歳
迄

も
長
寿

を
保

て
る
と
は
い
う
も

の
の
、
殊
更

に

「
不

死
」

を
標
榜

し
て
は

い
な
い
よ
う
で
あ

る
し
、
そ

れ
を
難

じ
た
、
向
秀

の

「
難
養
生
論
」

に
は
、
な
お
の
こ
と
、
そ

の
よ
う
な
態
度

は
見

ら
れ
な

い
。
葛
洪

の

「
抱
朴

子
」

は

「仙

道

の
理
論
化

を
試

み
た
も

の
で
あ

る
」

(本

田
済
氏

「
抱
朴

子
」

訳
注
解

説
-
平

凡
社

申
国
古
典
文
学
大
系

ワ
q
お
下

段
)
と

い
わ
れ
て
い
る

の
で
、

そ

の
検
討

も
看
過

で
き

な
い
問
題

で
あ

る
が

、
そ
れ

に

つ
い
て
は
、

噛
い
ず
れ
、
稿

を
改
め
て
、
考

え
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
た
け
う

ち

は
じ
め

・
兼
任

・
中
国
文
化
史
)
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