
「
古
書
」
逍
遥

丸

尾

壽

郎

中
島
敦

に

「名

人
伝
」
と

い
う
作

品
が
あ

る
。

ち
よ
う

か
ん
た
ん

趙

の
邯
鄲

の
都

に
住
む
紀
昌

と

い
う
男
が
、
天
下

第

一
の
弓

の
名
人

に
な
ろ
う
と

し
て
、

当
代

の
名
手

飛
衛

の
も
と

に
入
門
し

て
秘
術
を
き

わ
め
る
。

つ
い

か
く
さ
ん

か
ん
よ
う

で
、
霍
山

の
頂
き

に
棲
む
老
師
甘
蠅

の
も
と

で
不
射

の
射
と

い
う
神
技

を
修
得
す

る
。

こ
れ
は
見
え
ざ

る

矢

を
無
形

の
弓

に

つ
が
え

て
放

ち
、
獲
物

を
射
落

と

わ
ざ

す
究
極

の
技

で
あ

る
。
九
年

の
修
業

の
の
ち
山
を
下

で

く

り
た
紀
昌

は
、
表
情

の
な

い
木
偶

の
ご
と
く
、
愚
者

の
ご
と

き
容
貌

に
な

っ
て

い
た
。

「
至
為

は
為

す
な

く
至
言

は
言

を
去

り
、
至
射

は
射

る
こ
と
な
し
」

と

絶
え

て
弓
を
執

ら
ず

、
四
十
年

の
の
ち
に
煙

の
ご

と

く
世
を
去

っ
た
。

そ

の
晩
年

は
、
枯
淡
虚

静

の
境

に

入
り
、
呼
吸

の
有
無

さ
え
疑
わ
れ

る
ほ
ど

で

「
我

と

彼

と

の
別
、
是

と
非

と

の
分
を
知

ら
ぬ
。

眼
は
耳

の

如

く
、
鼻

は
口

の
如

く

に
思
わ
れ

る
」
情
態

で
あ

っ

た
と

い
う
。

/

ち
毒

こ

こ
で
中
島
敦

は

「
こ

の
老
名
人

に
棹

尾

の
大
活

ゆ
え

ん

躍
を
さ

せ
て
、
名

人

の
名
人
た

る
の
所

以
を
明
ら
か

に
し
た

い
の
は
山

々
な
が
ら
、

一
方
、

ま
た
、
何
と

わ
け

し
て
も
古
書

に
記

さ
れ
た
事
実
を
曲
げ

る
訳

に
は
行

か
ぬ
」
と
記

し
て
い
る
。

古

書

に
記

さ

れ

た
事

実

と

は
、

『列

子
』
湯
問

篇

は
く
こ
ん

十

四

の
紀
昌

・
飛
衛

の
寓

話
と
、
黄
帝
篇

五

の
伯
昏

ぼ
う
じ
ん

瞥

人

の
不
射

の
射

の
寓

話

で
、
弓
矢
を
捨

て
た
晩
年

の
心
境

は
黄
帝
篇

三
、

四

に
見
ら
れ

る
記
述

を
指
す
。

中
島

敦

は
、

こ
れ

ら
を
巧
み

に
構
築

し
て
、

紀
昌
を

『
列
子
』

の

い
う

「
道
」

の
体

現
者

と
し

て
描
き

出

し
た

の
で
あ

る
。

弓

矢

の
道
を
き

わ
め
た
紀
昌
が
老

い
て
知

人

の
宅

で
見
覚

え

の
あ

る
器
具

を
見

た
が
、
名
も
用
途

も
思

あ
る

じ

い
あ

た
ら
な

い
。

そ
こ
で
そ

の
家

の
主
人

に
何

と
呼

ぶ
品
物

で
何

に
用

い
る

の
か
を
問
う

た
。

は
じ
め
は

冗
談

か
と
思

っ
て
い
た
が
、

ま
じ

め
な
顔

つ
き

で
三

度

び
問
う

に
及

ん
で
、
主

人
は
ほ
と

ん
ど
恐
怖

に
近

ふ
う

し

い
狼
狽

を
し

め
し
て

「あ

玉
、
夫
子
が
、
古
今
無

双

の
射

の
名

人
た

る
夫
子
が
、

弓
を
忘
れ
果

て
ら
れ
た

み
ち

と
や
?

あ

x
、
弓

と
い
う
名
も
、
使

い
途

も
!
」

と
吃

り
な
が

ら
叫

ん
だ

と

い
う
話

で
こ
の
作

を
結

ん

で

い
る
の
は
、

「
道
」

の
思

想
を
解

説

し

て
み

せ
た

も

の
で
あ
ろ
う
。

こ

の
心
境
は

『列
子
』

で
は
中
年

に
し
て

「忘

」

か
か

か

し

の
病

に
罹

っ
た
宋

の
陽

里

の
華

子
と

い
う
男

の
寓

話

で
明
ら
か

に
な

る
。
儒
者

の

一
家
相
伝

の
秘
訣

で
健

忘
症
が
治

っ
た
華
子

は
、
私
が

病
気

で
あ

っ
た
時

、
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「
心

は
ゆ

っ
た
り

し
て

こ
せ

つ
か
ず

、
天

地
が
あ

る

の
か
な

い

の
か
す

ら
も
意

識

し
な

か

っ
た
。
」

い
ま

俄

か

に
過
去
数
十
年
来

の
生
死

・
損
得

の
認

識
、
哀

楽

・
好
悪

の
感
情
が

一
時

に
よ

み
が
・兄
っ
て
き

て
、

い
つ
と
き

「
ほ
ん

の

一
時

で
も
、

も
と

の
よ
う

に
万
事

を

忘
れ

る
と

い
う

こ
と
が

二
度

と

で
き
な
く

な

っ
て
し
ま

っ

た
」

と
嘆
く
。

こ
れ
が

『
列
子
』

の
清
虚
無

為

の
世

界

で
あ

る
が
、

こ
む
ず

か
し

い
理
窟

は
さ

て
お

い
て
、

こ
れ
は
外
観
的

に
は

「
ほ
う
け
」

の
姿

に
似

て
は
い

な

い
だ

ろ
う

か
。

有

吉
佐
和

子

の

『
恍
惚

の
人
』

は
、

老
耄

の
痴
呆

の
親

の
常
軌

を
逸

し
た
言
動

や
理
解

不
能

の
行
為

と

そ

の
介
護

を
描

い
た
傑
作

で
あ

る
が

、
当
然

の
こ
と

な
が
ら
茂
造

の
心
や
思

い
は
描

か
れ

て
は

い
な

い
。

徘
徊

に
し
て
も
ど
ん
な
思

い
で
歩

き
回

っ
て
い
る

の

は
ず

か
、
厠

の
あ

さ
が
お
を
ど
う

し
て
外
そ
う
と

し
た

の

か
、
茂
造

は
胸

の
う
ち

を
明

か
さ
な

い
か
ら
、
推
察

以
外

に
当

人

の
心
裡
そ

の
も

の
は
描
き

よ
う
が

な

い
。

い
き

お

い
外

在
描
写

に
な
ら
ざ

る
を
得
な

い
が
、

茂

か

し

造
も
あ

る

い
は
華
子

と
同
様

に
、
風

に
吹

か
れ
る
木

の
葉

の
よ
う

に
自
然

に
化

し

て
振
舞

っ
て
い
る

の
か

も

し
れ
な

い
。

昭
子
は
そ

ん
な
茂
造

を

「
夢
を
見

る
よ
う
な
眼

つ

き
」

で

「
自
分
を
忘

れ
て

い
る
」

の
で
は
な

い
か
。

「焦

点

は
遥

か
彼
方

に
あ

る
よ
う

な
遠

い
眼
」

を

し

て

い
て
、
「
そ
れ
は
恍
惚

と
し

て
夢
を

見

て

い
る
よ

う

に
思
わ
れ

た
」

と
述

べ
て

い
る
。
ま

た
突
如

と
し

て
徴
笑

す
る

の
は
嬰
児

の

「無

心

の
笑
顔
」

に
似

て

「
生

き
な
が

ら
神

に
な
る

っ
て
こ
れ

か
し
ら
」
と

思

っ
た
り
、
「
不
平

も

不
満
も

な

い
ん
だ

わ
。
仙
人

み

た

い
。
人
間

の
理
想

の
姿

じ

ゃ
な

い
か
し
ら
」

と
思

っ
た
り
す

る
。

そ
の

「
天
衣
無
縫
」

の
情
態

か
ら
夫

の
信
利

は

「
人
間

は
人

間
を
無
限

に
超
越

す
る
」

と

い
う

パ
ス
カ

ル
の
名
言

を
思

い
起

こ
し
た
り
し

て
い

る
。
な

ん
と
紀
昌

・
華

子

の
心
境

に
近

い
こ
と

か
。

作
中

た
だ

一
度

し
か
使
わ
れ

て
い
な

い

「
恍
惚
」

と

い
う
語

は
、
老

子
が

純
粋
無
雑

の
状
態

を
宇
宙

の

本
体

に
な
ぞ

ら
え
、

こ
れ
を
仮

り
に

「道

(
宇
宙

の

本
体
)
」

の
概
念

と
し

た
も

の
と
さ

れ

る
が
、
有

吉

佐
和
子

は
、

と
ら
え
き
れ
な

い
痴

呆
老

人

の
心

の
内

面

の
あ

り
よ
う
を
こ

の
語

で
と

ら
え
、
痴
呆

の
状
態

を
本
体

回
帰

の
相
と
し

て
深

い
理
解

を
し

め
し

た
の

で
あ

っ
た
。

「
恍
惚
」

の
語
は
、
そ
れ

ま
で
広
辞
苑

に
も

「
物
事

に
心

を
奪

わ
れ

て
、
う

っ
と
り
と
す
る
さ
ま
。
ぼ

ん

や
り

し
て
は

っ
き
り

し
な

い
さ
ま
」

の
漢
語

の
二
義

の
記
載

し
か
な

か

っ
た
。

そ
れ
が

『
恍
惚

の
人
』
が

ベ

ス
ト

セ
ラ
ー
と
な

っ
た

一
九
七

二
年
以
来
、

ど

の

国
語
辞

書
も

「
年
取

っ
て
ぼ

け
る
さ
ま
」

の
語
義

を

加

え
る
よ
う

に
な

っ
た
。
単

な
る
流
行
語

で
は
な
く
、

老
人

・
老
後

問
題
、
社
会
福
祉
政
策

を
考
え

る
際

の

枢
要

の
語

と
し

て
国
語

に
定
着

し
た

の
で
あ

る
。

無
と

い

い
虚

と

い
い
、
言
語

や
認
識
あ

る
い
は
時

空
を
も
超
越

し
た
老

・
荘

・
列

の
道
家
思
想

は
容
易

に
理
解

を
ゆ

る
さ

な

い
が

、
『
列
子
』

に

は
中

島
敦

が
援
用

し
て

い
る
以
外

に
、
現
代

の
科
学
技
術

や
医

え
ん

し

療
技
術

を
彷

彿
と
さ

せ
る
よ
う
な
話
も
あ

る
。
偃

師

ぼ
く

か
ら
く
り

と

い
う
技
術

者
が
周

の
穆

王

に
献

じ

た
精
巧

な
機
械

人
形

は
、
身

の
こ
な

し
も
歩

き
ぶ
り
も
唄
も
舞

い
も

人
間

そ

っ
く
り

で
、
王

の
寵

妃

に
秋
波
を
送

っ
た
り

す

る
。

人
体

の
す

べ
て
を
部

品
化
し
、
そ

の
組
合

せ

で
人
形

を
造
ろ
う

と
す

る

ク

ロ
ー
ソ
的
な
技
術
志

向

は
現
代

の
人
型

ロ
ボ

ッ
ト

の
終
極
を
思

わ
せ
る
。

こ
う

こ

さ
い
え
い

へ
ん
じ
や
く

公
扈

と
斉
嬰

の
心
臓

を
交
換
す

る
名
医
篇
鵲

の
話

は
、

い
う
ま

で
も

な
く
臓
器

の
生
体
移
植

で
あ

る
。

心
臓

の
交
換
移
植
手
術

を
終
え

た
公
扈

は
斉

嬰

の
妻

が

待

つ
家

に
、
斉
嬰

は
公
扈

の
妻
が
待

つ
家

に
帰

る

の
だ
が
、
も
と

の
心
臓

の
持
主

の
家

へ
帰

る
と

い
う

の
が
諧
謔

で
な

い
な
ら
ば
、
そ
れ

は
現
代

の
臓
器
移

植

に
か
か
わ
る
生
命

科
学

の
倫
理
的

不
安

感

の
象
徴

と
も
受

け
と

れ
る
が
、

『列

子
』

は
こ

ん
な
話

も
少

く
と
も
紀

元
三
百
年
ご
ろ
ま

で
に
記

し

て
い
る
の
だ
。

注

・
列

子

の
記
述

は
、
岩
波
文
庫

、
小
林
勝
人
訳

注

『列

子
』
上

・
下

を
参

照
し
た
。
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