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陳舜臣さんを語る会通信

NO.103 May. 2023

本号では、『弥縫録－中国名言集－』(1980 読売新聞社)を紹介します。初出は、『週刊読売』、1978年4

月16日号～1980年5月25日号、104回の連載です。なお、1986年、中央公論新社から文庫版が出版されていま

す。次ぎの文章は文庫版のキャッチコピーです。

「弥縫」にはじまり「有終の美」にいたる身近な104の名言・名句が開示する本来の意味。ことばと人間の叡

智を知る楽しさがあふれる珠玉の文集 。 （編集委員 橘雄三）

「
弥
縫
」
か
ら
抜
粋
引
用
し
ま
す
。

日
本
語
で
は
「
弥
縫
」
と
「
備
忘
」
は

発
音
が
よ
く
似
て
い
る
。
前
者
は
ビ
ホ
ウ
、

後
者
は
ビ
ボ
ウ
で
あ
る
。

「
弥
」
も
「
縫
」
も
、
「
ぬ
い
合
わ
せ
る
」

と
い
う
意
味
な
の
だ
。
二
字
あ
わ
せ
て
、

「
と
り
つ
く
ろ
う
」
だ
が
、
こ
の
弥
縫
の

語
感
は
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い
。
一
時
し

の
ぎ
の
ご
ま
か
し
、
と
い
う
か
ん
じ
が
す

る
。鎧

を
つ
け
た
平
清
盛
は
、
息
子
の
重
盛

が
や
っ
て
来
た
の
で
、
あ
わ
て
て
法
衣
を

そ
の
う
え
か
ら
着
こ
ん
で
ご
ま
か
そ
う
と

し
た
。
か
き
合
わ
せ
た
襟
元
か
ら
、
鎧
の

端
が
ち
ら
と
の
ぞ
く
。

そ
ん
な
の
が

弥
縫
の
一
例
で
あ
る
。

弥
縫
の
出
典
は
『
春
秋
左
伝
』
で
あ
る
。

こ
の
書
に
は
、
弥
縫
と
い
う
こ
と
ば
が
な

ん
ど
も
使
わ
れ
て
い
る
。
最
初
に
出
て
く

る
の
は
桓
公
五
年
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

周
の
天
子
が
朝
貢
を
怠
っ
た
鄭
の
荘
公

を
討
伐
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
紀
元
前

七
〇
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
争

は
、
け
っ
き
ょ
く
、
天
子
軍
が
大
敗
し
た
。

こ
の
と
き
の
鄭
軍
の
陣
構
え
は
、
「
魚
麗

の
陣
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

偏
を
先
に
し
、
伍
を
後
に
し
、
伍

承
け
て
弥
縫
す
。

う

と
、
春
秋
左
伝
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。

偏
と
は
二
十
五
乗
の
戦
車
隊
で
、
伍
と

は
歩
兵
一
分
隊
に
あ
た
る
。
戦
車
と
戦
車

と
の
す
き
ま
を
、
歩
兵
で
埋
め
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

魚
麗
の
陣
と
は
、
魚
屋
の
店
頭
に
、
大

小
の
魚
が
ぎ
っ
し
り
詰
っ
て
な
ら
ん
で
い

る
状
態
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
と
ば
を
か
え

て
い
え
ば
、
蟻
の
匍
い
出
る
す
き
ま
も
な

い
陣
構
え
で
あ
る
。

こ
れ
が
「
弥
縫
」
だ
と
す
れ
ば
、
け
っ

し
て
一
時
的
な
ご
ま
か
し
で
は
な
い
。
き

わ
め
て
計
画
的
で
、
遺
漏
の
な
い
、
慎
重

き
わ
ま
る
、
み
ご
と
な
布
陣
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。

な
に
ひ
と
つ
逃
が
さ
ず
拾
い
あ
げ
よ
う

と
す
る
。
そ
の
た
め
の
作
業
が
弥
縫
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
な
に
ひ
と
つ
忘
れ
ま
い

と
し
て
メ
モ
を
取
る
作
業
、
す
な
わ
ち
備

忘
と
は
、
発
音
の
類
似
の
ほ
か
に
、
精
神

的
な
姿
勢
の
う
え
で
も
類
似
が
あ
る
と
い

え
よ
う
。

い
さ
さ
か
こ
じ
つ
け
の
気
味
も
あ
る
よ

う
だ
が
、
備
忘
録
を
も
じ
っ
て
、
弥
縫
録

と
し
た
の
で
あ
る
。

１０4の中国由来名言･名句 『弥縫録』
び ほ う ろ く

「
弥
縫
」
の
意
味
と
本
書
の
題
名
に
つ
い

『
弥
縫
録
』
の
巻
頭
は
「
弥
縫
」
で
す

抜
粋
引
用
し
ま
す

小
見
出
し
及
び
傍
線
は
編
集
委
員
の
加
筆

文
庫
版
表
紙

弥
縫

空
中
楼
閣

酒
は
百
薬
の
長

言
多
け
れ
ば
事
を
し
て
敗
れ
し
む

洛
陽
の
紙
価
を
高
め
る

屋
下
に
屋
を
架
す

危
う
き
に
お
も
む
け

折
角
と
折
檻(

せ
っ
か
ん)

君
子
は
庖
廚
（
ほ
う
ち
ゅ
う
）
に
遠
ざ
か
る

賞
は
日
を
こ
え
ず

用
う
る
こ
と
土
芥(

ど
か
い)

の
ご
と
し

四
面
楚
歌

柳
眉
を
逆
立
つ

君
子
豹
変

白
髪
三
千
丈

月
落
ち
烏
啼
い
て

左
袒(

さ
た
ん)

左
遷(

さ
せ
ん)

人
生
は
た
だ
口
腹
の
み

胸
中
の
成
竹

門
前
雀
羅
を
張
る

断
袖(

だ
ん
し
ゅ
う)

千
人
の
指
す
所
、
病
無
く
て
死
す

他
山
の
石

義
は
過
ご
す
べ
か
ら
ず

草
を
打
っ
て
蛇
を
驚
か
す

夜
郎
自
大

泥
多
け
れ
ば
仏
は
大
き
い

葉
落
ち
て
根
に
帰
る

馬
鹿

一
字
の
師

破
天
荒

秋
波

尺
短
寸
長

食
は
民
の
天
な
り

目

次

（
続
き
は
次
の
頁
）
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「
青
天
の
霹
靂
」
、
南
宋
の
陸
游
の

へ
き
れ
き

り
く
ゆ
う

詩
に
つ
い
て
の
記
述
の
枝
葉
末
節
に

触
れ
ま
す
。
抜
粋
引
用
し
ま
す
。

(

同
じ
意
味
で
も)

疾
雷
で
は
い
け

な
い
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も

「
霹
靂
」
と
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
現
在
の
中
国
語
で

は
、
こ
の
二
字
は

P
i

L
i

（
ピ
ー
・

リ
ー
）
と
発
音
す
る
。
古
代
音
で
は

P
e
k

L
e
k

で
あ
り
、
日
本
語
読
み
の

ほ
う
に
古
音
が
の
こ
っ
て
い
る
傾
向

が
あ
る
。
冒
頭
の
Ｐ
音
は
破
裂
音
で

あ
り
、
そ
れ
を
Ｋ
と
い
う
強
い
音
で

し
め
く
く
り
、
さ
ら
に
Ｌ
で
は
じ
ま

り
Ｋ
音
で
終
わ
る
こ
と
ば
を
か
さ
ね

る
。
こ
れ
は
、
い
か
に
も
雷
が
突
然

鳴
り
は
じ
め
た
か
ん
じ
が
す
る
。

い
ま
ま
で
、
ど
の
先
生
も
、
唐
詩

を
読
ま
れ
る
と
き
、
現
在
の
普
通
話

の
発
音
な
の
で
、
違
和
感
が
あ
っ
た
。

右
の
陳
舜
臣
さ
ん
の
文
章
を
見
て
、

南
宋
で
も
古
代
音
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
や
は
り
、
唐
詩
を

現
代
中
国
語
で
発
音
す
る
の
は
お
か

し
い
の
で
は
な
い
か
？

『
易
経
』
の
六
十
四
卦
の
な
か
の

は
、
「
地
山
謙
」
と
呼
ば
れ

ち
さ
ん
け
ん

る
。
高
い
山
な
の
に
、
低
い

地
面
に
い
る
よ
う
に
み
せ
る
謙
虚
さ

を
あ
ら
わ
す
と
い
う
。
こ
の
卦
の
解

釈
は
、

謙
は
亨
る
、
君
子
有
終
、
吉
。

と
お

と
な
っ
て
い
る
。
謙
虚
、
謙
遜
、

謙
譲
は
美
徳
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
も
っ

て
世
の
中
を
ス
イ
ス
イ
と
ま
か
り
通

る
こ
と
が
で
き
、
「
有
終
」
つ
ま
り

終
り
を
全
う
し
う
る
と
い
う
の
だ
。

こ
れ
が
「
吉
」
で
あ
る
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

も
ち
ろ
ん
ス
タ
ー
ト
も
重
要
で
あ

る
が
、
ゴ
ー
ル
に
は
い
ら
な
け
れ
ば

な
ん
に
も
な
ら
な
い
。
み
ご
と
な
ゴ
ー

ル
・
イ
ン
で
あ
る
こ
と
を
「
有
終
の

美
」
と
い
う
。

君
子
と
い
う
も
の
は
、
み
ご
と
な

し
め
く
く
り
を
す
る
。
い
や
、
事
業

や
人
生
を
み
ご
と
に
し
め
く
く
る
こ

と
が
で
き
る
者
だ
け
が
、
「
君
子
」

と
呼
ば
れ
る
資
格
が
あ
る
と
も
解
釈

で
き
る
。

「
有
終
」
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な

い
。
た
や
す
け
れ
ば
、
世
の
中
、
君

子
だ
ら
け
に
な
る
。
君
子
と
い
う
の

は
、
一
種
の
ま
れ
び
と
な
の
だ
。

、
、
、
、

『
詩
経
』
の
大
雅
に
、

た

い
が

靡
不
有
初
、
鮮
克
有
終
。

と
い
う
句
が
あ
る
。

初
、
有
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、

克
く
終
有
る
こ
と
鮮
し
。

よ

す
く
な

と
読
む
。

有
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
と
い
う
二

重
否
定
は
「
有
る
」
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

ス
タ
ー
ト
は
た
い
て
い
み
ご
と
な

も
の
だ
が
、
み
ご
と
な
ゴ
ー
ル
・
イ

ン
は
ま
れ
で
あ
る
。

こ
れ
が
こ

の
句
の
意
味
な
の
だ
。

ど
ん
な
仕
事
で
も
、
す
く
な
く
と

も
そ
れ
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
意
思

が
あ
る
。
だ
か
ら
、
は
じ
め
は
熱
気

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
創
業
の
気
迫

は
、
人
び
と
の
心
を
う
つ
。
国
家
で

も
そ
う
で
あ
る
。
建
国
当
初
、
あ
る

い
は
革
命
当
初
の
意
気
ご
み
は
、
こ

ま
ご
ま
し
た
ト
ラ
ブ
ル
を
、
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
の
よ
う
に
砕
き
潰
し
て
行
く
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
に
、
だ
ん
だ

ん
と
困
難
に
た
い
す
る
克
服
意
欲
が

薄
れ
て
行
く
よ
う
に
な
る
。
解
決
さ

れ
な
い
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
、
い
や
に

な
っ
て
、
な
げ
や
り
に
な
る
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
に
、
な
げ

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
ゴ
ー
ル
・

イ
ン
し
な
い
の
だ
。

『
易
経
』
の
卦
は
じ
つ
に
深
い
意
味

を
も
っ
て
い
る
。

有
終
の
美
を
飾
る
秘
訣
は
「
謙
」

に
あ
り
と
教
え
て
い
る
の
だ
。

『弥縫録』 目次（前頁の続き） 及び いくつかの補足

単行本表紙

東
西
南
北
の
人

三
十
六
計

割
れ
た
甕
を
見
る
な

完
璧

春
眠
暁
を
覚
え
ず

蒙
塵

亡
羊
補
牢

亡
羊
の
歎

読
書
亡
羊

渾
沌

五
里
霧
中

男
は
み
ん
な
夫

食
指
が
う
ご
く

白
眼

阿
堵
物(

あ
と
ぶ
つ)

禅
譲

細
君

杞
憂

宋
襄
の
仁

一
呼
再
諾

矛
盾

推
敲

羊
頭
狗
肉

濫
觴(

ら
ん
し
ょ
う)

圧
巻

捲
土
重
来

酔
中
の
趣

墨
守

自
家
薬
籠
中
の
物

逆
鱗(

げ
き
り
ん)

典
型

破
竹
の
勢
い

深
淵
薄
氷

壟
断(

ろ
う
だ
ん)

巧
妻
に
拙
夫

帰
師
は
と
ど
む
る
勿
れ

目

次
（
前
頁
の
続
き
）

獅
子
身
中
の
虫

強
弩(

き
ょ
う
ど)

の
末

死
灰
復
燃

一
助

披
露

杜
撰(

ず
さ
ん)

漁
夫
の
利

伯
楽
の
一
顧

三
紙
に
驢(

ろ)

字
な
し

狐
は
尾
を
濡
ら
す

支
離
滅
裂

池
魚
の
災
い

竜
頭
蛇
尾

青
雲
の
志

和
光
同
塵

泰
斗

全
勝
は
闘
わ
ず

丹
青
競
わ
ず

巧
を
拙
に
蔵
す

青
天
の
霹
靂

掣
肘(

せ
い
ち
ゅ
う)

病
、
膏
肓(

こ
う)

に
入
る

人
間
万
事
塞
翁
が
馬

背
水
の
陣

狼
子
野
心

焦
尾
の
宴

虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば

虎
子
を
得
ず

曲
学
阿
世

鶏
肋(

け
い
ろ
く)

画
竜
点
睛

虎
視
眈
眈

一
衣
帯
水

有
終
の
美

『
弥
縫
録
』
の
巻
末
は
「
有
終
の
美
」

で
す
。抜
粋
引
用
し
ま
す

傍
線
は
編
集
委
員
の
加
筆

「
青
天
の
霹
靂
」
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「
鶏
肋
」
か
ら
引
用
し
ま
す
。

け
い
ろ
く

お
な
じ
み
三
国
志
の
時
代
、
と
き
は
建

安
二
十
四
年
（
二
一
九
）
三
月
、
曹
操
は

劉
備
と
漢
中
で
戦
っ
た
。
曹
操
軍
の
前
線

は
陽
平
に
達
し
た
。
劉
備
は
要
害
の
地
に

拠
っ
て
防
ぎ
、
曹
軍
は
苦
戦
し
、
進
む
こ

と
が
で
き
な
い
。
五
月
に
な
っ
て
、
曹
操

は
あ
き
ら
め
て
軍
を
ひ
い
て
長
安
に
帰
っ

た
。
こ
の
と
き
曹
操
は
、

「
こ
こ
は
鶏
肋
じ
ゃ
」

と
言
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
ん

の
こ
と
で
あ
る
か
、
誰
に
も
わ
か
ら
な
か
っ

た
が
、
主
簿
（
書
記
）
の
楊
修
だ
け
は
、

さ
っ
さ
と
帰
り
支
度
を
は
じ
め
た
。
僚
友

に
そ
の
わ
け
を
き
か
れ
た
彼
は
、

「
鶏
の
ア
バ
ラ
は
食
べ
る
ほ
ど
の
肉
は
つ

い
て
い
な
い
が
、
さ
り
と
て
棄
て
る
の
も

惜
し
い
。
ダ
シ
を
と
る
こ
と
も
で
き
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
た
め
に
ど
ん
な
こ
と
を

し
て
で
も
欲
し
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

漢
中
の
土
地
が
鶏
肋
だ
と
い
う
の
は
、
こ

れ
以
上
の
戦
死
者
を
出
し
て
ま
で
奪
い
た

い
土
地
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
ち
が
い

な
い
。
だ
か
ら
も
う
ひ
き
あ
げ
る
に
き
ま
っ

て
い
る
よ
」

と
、
絵
解
き
を
し
た
。

■
陳
舜
臣
さ
ん
は
、
こ
の
話
が
好
き
だ
。

『
弥
縫
録
』
に
あ
る
が
、
「
自
家
薬
籠
中

の
物
」
と
い
え
る
。
陳
作
品
、
つ
い
先
だ
っ

て
も
、
鶏
肋
に
つ
い
て
の
記
述
を
読
ん
だ

が
、
作
品
名
が
思
い
出
せ
な
い
。
見
つ
か

れ
ば
、
こ
こ
の
記
述
に
追
加
し
ま
す
。

『弥縫録』 いくつかの補足(続)

連
載
１
０
０
回
目
「
鶏
肋
」

『弥縫録』の初出は、『週刊読売』で、1978年4月16日号～1980年5月25
日号、104回の連載です。ここにあげた「鶏肋」は1980年4月27日号です。
連載、丁度100回目です。さし絵は洋画家、鴨居玲です。鴨居玲は、ウィ
キペディアには、「社会や人間の闇を描いた画家です」とあります。
上の記事、絵に、「鶏肋絵師自画像」とありますから、自身を、「そ

の絵は、どうしても見たい、所蔵したいというほどのものではないが、
さりとて、棄てるには惜しい」、そんな画家だというのです。謙遜、自
嘲の表現でしょう。
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『
弥
縫
録
』
「
夜
郎
自
大
」
の
夜
郎
国
に

や

ろ

う

じ
だ

い

つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。

「
夜
郎
自
大
」
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
ば

で
、
自
ら
の
力
量
を
知
ら
ず
尊
大
に
振
舞

う
た
と
え
と
し
て
使
わ
れ
る
。
夜
郎
国
の

王
が
漢
の
広
大
な
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
自

ら
を
強
大
と
思
っ
て
漢
の
使
節
に
接
し
た

故
事
か
ら
来
て
い
ま
す[
『
史
記(

西
南
夷

伝)

』]

。

と
こ
ろ
で
、
夜
郎
国(

-

前
27)
と
は
ど

ん
な
国
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
位
置
は

中
国
の
南
西
、
い
ま
の
貴
州
省
の
西
境
あ

た
り
で
す
。
民
族
的
に
は
、
イ
族
、
ミ
ャ

オ
族
の
系
統
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

私(

橘)

は
、
二
〇
一
五
年
、
中
国
の
友

人
Ｚ
先
生
の
招
き
で
、
貴
州
旅
行
を
す
る

機
会
を
得
ま
し
た
。
Ｚ
先
生
が
勤
め
る
大

学
の
貴
陽
郊
外
に
で
き
た
新
し
い
キ
ャ
ン

パ
ス
を
訪
問
し
た
時
の
こ
と
で
す
。

「
夜
郎
の
村
を
案
内
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
」

と
、
お
っ
し
ゃ
る
先
生
の
こ
と
ば
に
ビ
ッ

ク
リ
し
た
。
「
夜
郎
」
と
い
う
の
は
、

『
史
記
』
の
世
界
の
こ
と
と
思
っ
て
い
た

か
ら
で
す
。

そ
の
村
は
、
大
学
の
裏
門
、
す
ぐ
の
所

に
あ
っ
た
。

以
下
、
何
枚
か
の
写
真
で
紹
介
し
ま
す
。

上
左
の
写
真
の
食
堂
ら
し
き
建
物
の
横

を
更
に
進
む
と
右
の
よ
う
な
不
思
議
な
造

形
が
林
立
す
る
場
所
に
や
っ
て
来
た
。
Ｚ

先
生
は
夜
郎
の
遺
跡
と
お
っ
し
ゃ
る
が
、

見
た
と
こ
ろ
、
そ
う
古
い
も
の
で
は
な
さ

そ
う
だ
っ
た
の
で
、
帰
国
し
て
調
べ
る
と
、

在
貴
州
有
一
位
痴
迷
古
夜
郎
國
文
化
的

石
匠
，
他
花
了
20
年
時
間
，
用
盡
畢
生
的

積
蓄
，
以
古
夜
郎
國
為
藍
本
，
建
成
了
一

座
奇
幻
的
石
頭
城
堡
ー
夜
郎
谷

と
あ
っ
た
。
古
夜
郎
国
の
文
化
に
憑
か

つ

れ
た
一
人
の
貴
州
の
石
工
が
ラ
イ
フ
ワ
ー

ク
と
し
て
、
20
年
を
費
や
し
て
つ
く
り
だ

し
た
造
形
な
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
た

り
が
、
夜
郎
谷
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
が
夜
郎
国
の
あ
っ

た
地
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

「
巧
妻
に
拙
夫
」
か
ら
抜
粋
引
用
し
ま
す
。

こ
う
さ
い

せ

つ
ぷ

駿
馬
は
毎
に
痴
漢
を
駄
せ
て
走
り

つ
ね

の

巧
妻
は
常
に
拙
夫
を
伴
い
て
眠
る

す
ば
ら
し
い
名
馬
は
、
た
い
て
い
あ
ま

り
利
口
で
な
い
人
間
を
の
せ
て
い
る
。
い

い
女
の
亭
主
に
か
ぎ
っ
て
、
ま
ず
い
ろ
く

で
な
し
が
多
い
。

こ
れ
は
、
明
の
中
葉
、
「
呉
（
蘇
州
）

の
四
才
子
」
と
、
も
て
は
や
さ
れ
た
唐
寅

と
う
い
ん

の
詩
の
二
句
で
す
。
唐
寅
は
『
中
国
画
人

伝
』
に
も
登
場
し
、
冒
頭
、

短
編
小
説
の
な
か
に
、
私
は
唐
寅
を
登

場
さ
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
唐
寅

の
こ
と
は
、
い
つ
か
長
い
小
説
に
ま
と
も

に
か
き
た
い
と
思
っ
て
、
大
切
に
と
っ
て

あ
る
の
だ
。

と
、
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
唐
寅
は
、
陳

舜
臣
さ
ん
思
い
入
れ
の
人
物
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
「
短
編
小
説
の
な
か
に
、
私

は
唐
寅
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
が
あ
る
」
は

『
漢
古
印
縁
起
』
「
日
本
早
春
図
」
で
す
。

『弥縫録』 いくつかの補足(続々)

「
巧
妻
に
拙
夫
」

夜
郎
と
は
ど
ん
な
国

「汉」は「漢」の簡体字

大学裏門すぐ 夜郎の村
土人 部落 烤魚 火鍋

といった文字が見える 食堂と思える

『
中
国
画
人
伝
』
掲
載
、「
江
山
驟
雨
図
」


