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論語にふれて

同
級
生
に
誘
わ
れ
て
、
高
校
時
代
の
恩
師
が
開

催
さ
れ
て
い
る
「
論
語
を
読
む
会
」
に
時
々
参
加

し
て
い
ま
す
。「
論
語
」
な
ん
て
高
校
の
時
の
授

業
以
来
で
し
ょ
う
か
。
懐
か
し
い
気
持
ち
で
参
加

し
た
の
で
す
が
、
六
十
（
ち
ょ
っ
と
手
前
）
の
手

習
い
、
新
た
な
発
見
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
か
ら

少
し
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
子
の
曰
く
、
由
よ
、
汝
に
こ
れ
を
知
る
こ
と

を
誨お
し

え
ん
か
。
こ
れ
を
知
る
を
こ
れ
を
知
る
と
為

し
、
知
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
と
為
せ
。
是
れ
知
る
な

り
。」私

は
大
き
な
勘
違
い
を
し
て
い
ま
し
た
。
ず
っ

と
、
自
分
に
は
知
ら
な
い
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
あ
る

と
い
う
こ
と
を
知
り
な
さ
い
、
と
い
う
意
味
か
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
確
か
に
き
ち
ん
と
読
む

と
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
い
ま
す
。「
知
っ
た
こ
と
は

知
っ
た
こ
と
と
し
、
知
ら
な
い
こ
と
は
知
ら
な

い
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
が
知
る
と
い
う
こ
と
だ
。」

と
い
う
の
が
和
訳
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
少
し

疑
問
が
残
り
ま
す
。「
知
ら
な
い
こ
と
」
な
ん
て
、

そ
も
そ
も
知
ら
な
い
ん
だ
か
ら
把
握
で
き
な
い
じ

ゃ
な
い
か
。「
知
ら
な
い
こ
と
」
の
全
て
に
「
知

ら
な
い
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
に
は
、「
知

ら
な
い
こ
と
」
を
全
部
「
知
る
」
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
し
ま
う
じ
ゃ
な
い
か
。
し
か
し
以
下
の
解

釈
を
聞
く
と
こ
の
疑
問
も
見
当
違
い
と
わ
か
り
ま

し
た
。

論
語
は
孔
子
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
弟
子
が

書
き
留
め
た
も
の
な
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
の
解
釈
で
は
以
下
に
な

り
ま
す
。「
智
者
と
は
当
然
知
る
べ
き
こ
と
を
知

ろ
う
と
務
め
、
知
っ
て
益
な
き
こ
と
は
知
ろ
う
と

は
し
な
い
も
の
を
い
う
の
で
あ
り
、
天
下
の
事
を

尽
く
知
る
も
の
を
い
う
の
で
は
な
い
。」
さ
ら
に

そ
の
大
意
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
な
か
に
、「
天

下
の
こ
と
は
限
り
な
く
、
一
人
の
智
に
は
限
り
が

あ
る
。
ま
し
て
事
は
多
端
で
あ
り
、
知
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
が
あ
り
、
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。

知
り
え
な
い
も
の
を
あ
え
て
知
ろ
う
と
す
る
の
は

穿せ
ん

鑿さ
く

的
な
知
の
過
ち
で
あ
り
、
知
り
う
る
も
の
で

も
、
こ
れ
を
す
べ
て
知
ろ
う
と
す
る
の
は
、
濫
用

的
な
知
の
過
ち
で
あ
る
。」
と
あ
る
の
で
す
（
子
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「
知
の
過
ち
」
と
ま
で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
驚
き
ま
し
た
が
、
つ
ま
り
、「
知
ら
な
く
て
も

い
い
こ
と
を
わ
き
ま
え
よ
。」
と
い
う
意
味
だ
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。・
・
・
こ
れ
は
「
知
る

べ
き
こ
と
」
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

「
子
の
曰
く
、
君
子
は
周
し
て
比
せ
ず
、
小
人

は
比
し
て
周
せ
ず
。」

こ
れ
も
興
味
深
い
言
葉
で
し
た
。
和
訳
は
、「
君

子
は
ひ
ろ
く
親
し
ん
で
一
部
の
人
に
お
も
ね
る
こ

と
は
な
い
が
、
小
人
は
一
部
で
お
も
ね
り
あ
っ
て

ひ
ろ
く
親
し
ま
な
い
。」
と
な
り
ま
す
。
特
定
の

少
人
数
と
し
か
仲
良
く
せ
ず
に
、
そ
の
範
囲
の
人

の
便
宜
の
み
を
図
る
の
は
よ
く
な
い
、
と
い
う
意

味
な
の
だ
そ
う
で
す
。・
・
・
た
し
か
に
そ
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
も
小
人
（
つ
ま
ら
な
い
人
、

徳
の
な
い
人
、
の
意
）
と
ま
で
言
わ
な
く
て
も
。

し
か
し
、
ふ
と
、
あ
る
住
居
学
の
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。「
核
家
族

が
増
え
て
、
家
族
人
数
が
減
り
、
家
族
の
関
係
が

濃
す
ぎ
て
い
ろ
い
ろ
な
問
題
も
起
こ
る
。
家
族
の

関
係
を
薄
め
る
こ
と
も
必
要
で
、
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ

ハ
ウ
ス
や
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
は
、
家
族
以
外
の
居
住

者
と
の
共
棲
に
よ
っ
て
、
家
族
を
薄
め
る
効
果
も

あ
る
。」
偶
然
、
私
の
元
上
司
も
、
最
近
の
講
演

内
容
に
「
人
間
関
係
は
薄
く
広
い
方
が
よ
い
の

だ
。」
と
含
め
て
い
る
そ
う
で
す
。
人
間
関
係
を

深
め
る
こ
と
も
重
要
だ
け
れ
ど
、
濃
す
ぎ
る
関
係

も
煮
詰
ま
ら
な
い
程
度
に
薄
め
る
こ
と
が
必
要
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

古
く
て
新
し
い
「
論
語
」
に
触
れ
て
、
リ
フ
レ

ッ
シ
ュ
さ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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