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はじめに

は
じ
め
に

	

「
論
語
読
み
の
論
語
知
ら
ず
」
と
い
う	

諺
こ
と
わ
ざ

	

が
あ
り
ま
す
。「
書
物
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
知
識
と
し
て
持
っ
て
い
る

だ
け
で
、
そ
れ
を
実
際
に
生
か
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
諺
は
日
本
で
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
り
、
中
国
の
故
事
成
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
と
っ
て
『
論
語
』
が
書
物
、
そ
し
て
知
識
の
象
徴
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

	

落
語
や
お
芝
居
の
台せ

り
ふ詞
に
「
あ
い
つ
は
火
の
玉
喰
う
、
火
の
玉
喰
う
っ
て
言
っ
て
る
か
ら
、
赤
く
な
る
か
と
思
え
ば
、

青
く
な
っ
て
や
が
る
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
火
の
玉
喰
う
」
は
「
し
の
た
ま
は
く
」、つ
ま
り
「
子し	

曰
の
た
ま
は

	

く
」

の
駄
洒
落
に
な
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
っ
子
は
「
ひ
」
を
「
し
」
と
発
音
し
ま
す
か
ら
、「
し
の
た
ま
は
く
」
で
「
火ひ

の
玉た

ま

喰く

う
」
と
い
う
意
味
に
も
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
駄
洒
落
に
な
っ
た
「
子
曰
く
」
は
「
孔
子
が
言
わ
れ
た
」
と
い
う
意

味
で
『
論
語
』
の
中
に
た
く
さ
ん
出
て
く
る
表
現
で
す
。
落
語
の
中
に
さ
え
出
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
、
昔
か
ら
『
論

語
』
を
読
む
こ
と
が
庶
民
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

	

「
朋と

も

有
り
遠
方
よ
り
来き

た

る
、
亦ま

た
楽
し
か
ら
ず
や
」
と
か
、「
三
十
に
し
て
立
つ
、
四
十
に
し
て
惑ま

ど

わ
ず
」
と
い
え
ば
、

ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
す
。
私
た
ち
は
仏
教
の
経
典
の
言
葉
は
知
ら
な
く
て
も
、
儒
教
の
経
典
で
あ
る
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はじめに

い
。

	

第
二
部
で
は
返
り
点
や
送
り
仮
名
の
な
い
白
文
（
句
読
点
は
付
け
ま
し
た
）
を
読
ん
で
い
き
ま
す
。
一
つ
一
つ
の
漢

字
の
意
味
、
そ
し
て
文
意
を
じ
っ
く
り
と
考
え
、
自
分
で
返
り
点
や
送
り
仮
名
を
付
け
な
が
ら
読
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

は
じ
め
は
難
し
い
と
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
つ
一
つ
読
み
進
め
て
い
く
と
徐
々
に
解
説
な
し
で
も
読
め
る
よ

う
に
な
る
は
ず
で
す
。

	

本
書
は
、
漢
文
で
『
論
語
』
を
読
ん
で
み
る
と
い
う
こ
と
が
主
眼
な
の
で
、『
論
語
』
の
内
容
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と

論
じ
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。『
論
語
』
を
漢
文
で
読
ん
で
み
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
意
味
は
ご
自
身
で
味
わ
っ
て
く
だ

さ
い
。

	

白
文
を
読
む
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
少
し
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
楽
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
二
千
年
以
上

前
に
書
か
れ
た
文
章
を
漢
文
訓
読
と
い
う
方
法
を
使
え
ば
現
代
の
私
た
ち
が
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
さ
あ
漢
文

を
読
み
ま
し
ょ
う
。

	
	
	

二
〇
一
〇
年
四
月

	

幸
重
敬
郎　
　

『
論
語
』
の
言
葉
に
は
馴
染
み
が
あ
る
の
で
す
。
日
本
人
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
外
国
の
古
典
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

	

『
論
語
』
は
孔
子
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
言
行
を
記
し
た
書
物
で
、
編
纂
は
孔
子
の
没
後
、
弟
子
や
ま
た
そ
の
弟
子
の

手
に
よ
る
と
み
ら
れ
、
完
成
し
た
の
は
前
漢
の
初
め
ご
ろ
（
紀
元
前
二
世
紀
）
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
儒
教
の
経
典
を

ま
と
め
て
「
四
書
五
経
」
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
の
「
四
書
」
の
一
つ
（
ほ
か
に
は
『
大
学
』『
中
庸
』『
孟
子
』
が
あ
り

ま
す
）
と
し
て
古
来
読
み
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

	

本
書
は
『
論
語
』
を
漢
文
で
読
ん
で
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。『
論
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
古
典
が
私
た
ち

日
本
人
に
浸
透
し
た
の
は
、
漢
文
訓
読
と
い
う
技
術
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
外
国
語
で
書
か
れ
て
い
る
文
章
を
日
本
語

と
し
て
読
み
こ
な
そ
う
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
「
漢
文
訓
読
」
で
す
。
本
来
漢
字
だ
け
が
並
ん
で
い
る
も
の
に
、
私
た

ち
の
先
祖
は
句
読
点
を
付
け
、
さ
ら
に
返
り
点
や
送
り
仮
名
を
付
け
て
読
ん
で
き
た
の
で
す
。
こ
の
「
漢
文
訓
読
」
の

方
法
を
使
っ
て
『
論
語
』
の
原
文
（
白
文
）
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
本
書
で
は
、
ど
う
読
め
ば
意
味
が
通
じ
る
の

か
を
考
え
な
が
ら
返
り
点
や
送
り
仮
名
を
付
け
て
読
ん
で
い
く
、
と
い
う
伝
統
的
な
訓
読
の
方
法
を
解
説
し
て
い
き
ま

す
。
そ
の
た
め
本
書
で
は
『
論
語
』
の
中
か
ら
漢
文
訓
読
の
修
得
に
役
立
つ
文
章
を
選
び
ま
し
た
。

	

第
一
部
で
は
返
り
点
、
送
り
仮
名
を
付
け
た
文
章
を
読
み
ま
す
。
ま
ず
訓
読
の
方
法
に
慣
れ
ま
し
ょ
う
。
訓
読
の
基

本
は
音
読
で
す
。
是
非
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
漢
文
の
訓
読
を
感
覚
と
し
て
身
に
付
け
て
い
っ
て
く
だ
さ
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第一部　訓読の基本・訓点の付いている文章を読んでみる 文章 1❖朋有り遠方より来る

		

子		

曰ク

、
学ビ
テ

		

而		

時ニ		

習フ
レ		

之ヲ

、
不
二		

亦タ		

説バ
シ
カ
ラ

一				

乎
。

	

「
子
曰
」
は
「
し
い
は（

わ
）

く
」
と
読
み
ま
す
。「
子
」
は
孔
子
に
対
す
る
尊
称
な
の
で
「
し
」
と
読
み
ま
す
。「
曰
」
は

「
言
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
「
い
は（

わ
）
く
」
と
読
み
ま
す
が
、「
お
っ
し
ゃ
っ
た
」
と
尊
敬
の
意
味
を
こ
め
て
「
の
た
ま
は（

わ
）

く
」
と
読
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
本
書
で
は
「
い
は（

わ
）

く
」
で
統
一
し
ま
す
。
ま
た
「
曰
」
は
「
曰
は
く
」
と
「
は
」

か
ら
送
り
仮
名
に
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

▪
─
─
接
続
の
置
き
字
「
而
」

	

「
学ビ

テ

		

而
時ニ

習フ
レ

之ヲ

」
は
「
ま
な
び
て
と
き
に
こ
れ
を
な
ら
ふ（

う
）
」と
読
み
ま
す
。
こ
こ
で
読
ま
な
い
漢
字
が
あ
り
ま
し
た
。

「
而
」
で
す
。
漢
文
で
は
読
ま
な
い
漢
字
の
こ
と
を
「
置
き
字
」
と
呼
び
ま
す
。「
而
」
は
接
続
詞
の
は
た
ら
き
を
す
る

置
き
字
で
す
。「
而
」
は
そ
の
前
に
あ
る
「
学ま

な
び

」
に
「
て
」
と
接
続
助
詞
を
付
け
る
は
た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。
な
の
で

「
学
而
」
で
「
ま
な
び
て
」
と
読
む
の
で
す
。「
習
レ

之
」
で
「
レ
点
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。「
レ
点
」
は
一
文
字
下
か

ら
上
に
も
ど
っ
て
読
む
と
き
に
使
い
ま
す
。

▪
─
─
詠
嘆
の
句
形

	

「
不
二

亦タ

説バ
シ
カ
ラ

一			

乎
」
は
「
ま
た
よ
ろ
こ
ば
し
か
ら
ず
や
」
と
読
み
ま
す
。「
説
」
に
は
「
悦
」
と
同
じ
意
味
が
あ
る
の
で

文
章
１

朋
有
り
遠
方
よ
り
来
る

		

　

子		
曰ク

、
学ビ

テ

		

而		

時ニ		

習フ
レ		

之ヲ

、
不
二		

亦タ		

説バ
シ
カ
ラ

一				

乎
。
有リ
レ		

朋

		

自リ
二		

遠		

方
一		
来ル

、
不
二		

亦タ		

楽シ
カ
ラ

一		

乎
。
人		

不シ
テレ		

知ラ		

而		

不
レ		

慍う
ら
ミ、

		

不
二		

亦タ		

君		

子ナ
ラ一		
乎
。

巻
第
一
学が

く

而じ

第
一　
　
　

	

こ
の
文
章
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
の
で
み
な
さ
ん
の
中
に
も
す
ら
す
ら
と
読
め
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
が
、
最
初
な
の
で
一
文
ご
と
に
読
み
方
を
確
認
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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第一部　訓読の基本・訓点の付いている文章を読んでみる 文章 1❖朋有り遠方より来る

と
読
ん
で
「
怨
」
と
同
じ
意
味
で
す
。
た
だ
し
「
怒
」
と
同
じ
と
み
て
「
い
か
る
・
い
き
ど
ほ
る
」
と
読
む
説
も
あ
り

ま
す
。「
不
二

亦タ

君
子ナ

ラ一   

乎
」
は
「
ま
た
く
ん
し
な
ら
ず
や
」
と
読
み
ま
す
。
や
は
り
詠
嘆
な
の
で
「
な
ん
と
君
子
で
は
な

い
か
」
と
訳
し
ま
す
。「
君
子
」
と
は
「
徳
の
あ
る
立
派
な
人
物
」
で
す
。

	

是
非
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

	

	

書
き
下
し
文
（
ふ
り
が
な
に
は
す
べ
て
古
典
的
仮
名
遣
い
を
用
い
て
い
ま
す
。）

	

子し

曰い
は

く
、
学ま
な

び
て
時と
き

に
之こ
れ

を
習な
ら

ふ
、
亦ま

た
説よ
ろ
こ

ば
し
か
ら
ず
や
。
朋と
も

有あ

り
、
遠え
ん

方ぽ
う

よ
り
来き
た

る
、
亦ま

た
楽た
の

し
か
ら

ず
や
。
人ひ
と

知し

ら
ず
し
て
慍う
ら

み
ず
、
亦ま

た
君く
ん

子し

な
ら
ず
や
。

	

現
代
語
訳

	

孔
子
が
言
わ
れ
た
、
学
ん
で
そ
の
こ
と
を
適
当
な
時
期
に
お
さ
ら
い
す
る
、
な
ん
と
う
れ
し
い
こ
と
で
は
な
い

か
。
友
だ
ち
が
遠
い
所
か
ら
訪
ね
て
き
て
く
れ
る
、
な
ん
と
楽
し
い
で
は
な
い
か
。
人
が
（
自
分
の
こ
と
を
）
わ

か
っ
て
く
れ
な
く
て
も
気
に
か
け
な
い
、
な
ん
と
君
子
で
は
な
い
か
。

「
よ
ろ
こ
ぶ
」
と
読
み
ま
す
。「
不
二

亦
─
─
一

乎
」
の
形
は
詠
嘆
の
句
形
と
い
い
ま
す
。
か
な
ら
ず
「
ま
た
─
─
ず
や
」
と

読
ん
で
「
な
ん
と
─
─
で
は
な
い
か
」
と
訳
し
ま
す
。「
な
ん
と
う
れ
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
訳
し
ま
す
。
こ
こ
で

「
一
二
点
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。「
一
二
点
」
は
二
文
字
以
上
で
下
か
ら
上
に
も
ど
っ
て
読
む
と
き
に
使
い
ま
す
。
ま

た
「
亦ま

た
」
は
「
た
」
と
送
り
仮
名
を
付
け
ず
に
「
亦ま

た

」
と
読
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
次
の
文
に
い
き
ま
し
ょ
う
。

		

有リ
レ		

朋		
自リ
二		
遠		

方
一		

来ル

、
不
二		

亦タ		

楽シ
カ
ラ

一		

乎
。

	

「
有リ
レ

朋
」
は
「
と
も
あ
り
」
と
読
み
ま
す
。「
自リ
二

遠
方
一

来ル

」
は
「
え
ん
ぽ
う
よ
り
き
た
る
」
と
読
み
ま
す
。「
自
」
に

は
「
よ
り
」
と
読
ん
で
「
─
─
か
ら
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。「
来
」
は
「
く
る
」
と
読
む
の
で
は
な
く
漢
文
で
は

「
き
た
る
」
と
読
み
ま
す
。「
不
二

亦
楽
一

乎
」
は
「
ま
た
た
の
し
か
ら
ず
や
」
と
読
み
ま
す
。
直
前
の
文
と
同
じ
く
詠
嘆

の
句
形
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。「
な
ん
と
楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
訳
し
ま
す
。

		

人		

不シ
テレ		

知ラ		

而		

不
レ		

慍う
ら
ミ、

不
二		
亦タ		
君		

子ナ
ラ一		

乎
。

	

「
人
不シ

テレ	

知ラ

而
不
レ

慍う
ら
ミ」
は
「
ひ
と
し
ら
ず
し
て
う
ら
み
ず
」
と
読
み
ま
す
。「
而
」
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
直
前
の

「
知
ら
ず
」
に
「
し
て
」
と
付
け
る
の
は
置
き
字
「
而
」
の
は
た
ら
き
で
す
。「
慍
」
は
難
し
い
漢
字
で
す
が
「
う
ら
む
」




