
論
語 

学
び
て
時
に
こ
れ
を
習
ふ 

漢
文 

 

三
年 

 

組 
 

番 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

） 
 

 
は
じ
め
に
、
先
日
配
布
し
た
課
題
の
中
の
漢
文
に
、
返
り
点
を
付
け
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

今
回
は
、
漢
文
を
読
む
復
習
と
、
三
年
生
に
な
っ
て
新
し
く
学
習
す
る
こ
と
を
お
さ
え
ま
し
ょ
う
。
あ
わ
せ
て
、
教
科
書
で
は
扱
わ

れ
て
い
な
い
論
語
の
内
容
も
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。
漢
文
の
課
題
は
ワ
ー
ク
と
合
わ
せ
る
と
長
い
の
で
、 

目
標 

 
 
 

①
漢
文
の
返
り
点
（
レ
点
・
一
二
点
・
上
下
点
）
に
つ
い
て
、
理
解
す
る
。 

 
 
 

②
ワ
ー
ク
（
よ
く
わ
か
る
国
語
の
学
習
）
を
解
き
、
教
科
書
の
内
容
の
理
解
を
深
め
る
。 

 

★
漢
文
は
、
こ
の
課
題
以
外
に
も
、『
よ
く
わ
か
る
国
語
の
学
習
３
』
の
十
七
～
二
十
二
ペ
ー
ジ
を
、
教
科
書
三
十
二
～
三
十
四
ペ
ー

ジ
を
見
な
が
ら
必
ず
解
い
て
く
だ
さ
い
。
長
く
な
る
の
で
、
時
間
配
分
は
お
任
せ
し
ま
す
。 

 

孔 

子 

…
二
千
五
百
年
以
上
前
の
古
代
中
国
の
思
想
家
。
当
時
の
中
国
は
戦
乱
が
続
い
て
い
た
が
、
そ
れ
を
治
め
る
た
め
に
人
格 

や
道
徳
心
を
高
め
て
政
治
を
行
う
こ
と
を
説
い
た
。
儒
教
と
い
う
、
学
問
や
思
想
を
ま
と
め
た
教
え
を
始
め
た
。 

「
孔
子
」
と
い
う
の
は
尊
称
（
＝
そ
ん
し
ょ
う
。
あ
る
人
に
対
し
て
敬
意
を
こ
め
た
呼
び
方
）
で
あ
り
、
本
名
は
孔
丘
（
こ 

う
き
ゅ
う
）。「
子
」
は
男
性
に
対
し
て
の
尊
称
。
こ
こ
で
は
「
先
生
」
の
よ
う
な
意
味
。 

 

論 

語 

…
孔
子
の
死
後
、
孔
子
と
弟
子
た
ち
と
の
会
話
を
ま
と
め
た
も
の
。
孔
子
が
書
い
た
書
物
で
は
な
い
。 

 
 
 
 
 

論
語
は
日
本
で
も
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
、
日
本
に
伝
来
し
た
の
は
５
世
紀
前
後
と
言
わ
れ
る
。
日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
、 

仏
教
が
日
本
に
伝
来
し
た
の
が
五
百
五
十
三
年
と
言
わ
れ
て
お
り
、
儒
教
は
ほ
ぼ
同
時
期
か
、
そ
れ
よ
り
も
早
く
伝
わ 

っ
て
い
る
。
飛
鳥
～
平
安
時
代
に
か
け
て
は
、
日
本
の
政
治
や
役
人
の
学
習
に
も
論
語
が
用
い
ら
れ
た
。 

江
戸
時
代
に
お
い
て
も
儒
教
は
政
府
主
導
で
武
家
に
浸
透
し
た
。
今
日
で
も
論
語
は
毎
年
新
書
が
出
版
さ
れ
、
多
く
の 

読
者
が
い
る
。 

 

復
習 

漢
文
は
元
々
が
中
国
語
で
あ
る
た
め
、
日
本
の
順
番
で
読
む
た
め
に
送
り
仮
名
と
読
み
仮
名
、
返
り
点
が
付
き
ま
す
。 

  
 

 

       

上
か
ら
読
み
、
左
下
に
何
も
書
い
て
い
な
い
字
か
ら
読
む
の
が
鉄
則
で
す
。 

※
関
連
動
画
を
観
た
い
人
…y

o
u

tu
b

e

「
訓
点
（
送
り
仮
名
・
返
り
点
）」
で
検
索
す
る
か
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
る 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

少
し
内
容
は
違
い
ま
す
が
、「【
漢
文
】
漢
文
の
基
本
１ 

基
本
の
語
順
」
で
検
索o

r 

   

返
り
点
…
字
の
左
下
に
つ
き
、
読
む
順
番
を
示
す
。 

送
り
が
な
…
字
の
右
下
に
つ
き
、
カ
タ
カ
ナ
で
書
か
れ
る
。 

書
き
下
す
と
き
は
ひ
ら
が
な
で
書
く
。 

読
み
が
な
…
字
の
横
に
ひ
ら
が
な

で
書
か
れ
る
。
読
み
が
難
し
い
場
合

や
、
一
般
的
で
な
い
場
合
に
書
か
れ

る
こ
と
が
多
い
。 



そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
名
称
を
覚
え
て
い
ま
す
か
？ 

白
文
（
は
く
ぶ
ん
） 

中
国
の
漢
字
で
書
か
れ
た
、
そ
の
ま
ま
の
文
章
。 

歳 
 

月 
 

不 
 

待 
 

人 

 

訓
読
文
（
く
ん
ど
く
ぶ
ん
） 

日
本
語
の
語
順
に
近
づ
け
て
、
句
読
点
、
返
り
点
、
送
り
が
な
を
つ
け
た
文
章
。 

 

歳 
 

月 
 

不 
 

待 
 

人 

。 

 

書
き
下
し
文
（
か
き
く
だ
し
ぶ
ん
） 

訓
読
し
た
も
の
を
、
漢
字
、
仮
名
交
じ
り
で
書
い
た
文
章
。 

 

 

歳
月
は
人
を
待
た
ず
。 

 
 

※
書
き
下
し
文
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
書
く
。
ま
た
、「
不
」
な
ど
の
助
詞
、
助
動
詞
（
付
属
語
＝
そ
れ
だ
け
で
文
節
を
作
れ
な 

い
語
）
は
ひ
ら
が
な
で
書
く
。「
と
」、「
の
」、「
ず
」、「
ざ
る
」 

な
ど
が
多
く
出
て
き
ま
す
。 

レ
点 レ

点
が
あ
る
場
合
、
そ
の
下
に
あ
る
字
を
先
に
読
み
、
そ
の
あ
と
レ
点
が
つ
い
て
い
る
字
を
読
み
ま
す
。 

 
 ① 

守 
 

法 
 

→ 

法
を 

守
る 

 
 ② 

男 
 

眠 
 

野 
 

→ 

男 

野
で 

眠
る 

 

③ 

春 
 

眠 
 

不 
 

覚 
 

暁 

→ 

春
眠 

暁
を 

覚
え
ず 

レ
点
が
連
続
し
て
い
て
も
、
法
則
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

下
か
ら
上
に
あ
が
っ
て
い
く
よ
う
に
読
ん
で
く
だ
さ
い
。 

一
二
点 

 

レ
点
は
、
一
字
ず
つ
し
か
読
む
順
番
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
一
二
点
は
、
二
字
以
上
読
ん
で
か
ら
後
ろ
に
戻
り
た
い
と

き
に
使
い
ま
す
。
先
に
二
と
一
で
先
に
読
み
た
い
字
を
は
さ
み
ま
す
。 

 

必
ず
二
点
が
先
に
出
て
く
る
の
で
、
い
っ
た
ん
飛
ば
し
て
一
点
ま
で
読
み
、
そ
の
あ
と
二
点
が
つ
い
て
い
る
字
を
読
み
ま
し
ょ
う
。 

 

① 

思 
 

故 
 

郷 
 

→ 
 
 
 
 

故
郷
を 

思
ふ
。 

 

② 

我 
 

食 
 

朝 
 

食 
 

→ 
 

我 

朝
食
を 

食
べ
る
。 

 

※
発
展
と
し
て
、
一
レ
点
が
あ
り
ま
す
。
レ
点
の
効
果
が
優
先
な
の
で
、
下
一
字
を
先
に
読
み
、
そ
の
あ
と
二
点
の
と
こ
ろ
ま
で
戻

る
読
み
方
で
す
。 

 

※
関
連
動
画
を
観
た
い
人
… 

y
o
u

tu
b

e

「
返
り
点
①
」
で
検
索
す
る
か
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
る 

練
習
問
題 

そ
の
一 

 

レ
点
と
一
二
点
を
復
習
し
ま
し
ょ
う
。
答
え
は
後
ろ
で
す
。 

 

① 

有 
 

備 
 

無 
 

患 

→ 

② 

不 
 

合 
 

理 

→ 

③ 

良 
 

薬 
 

苦 
 

於 
 

口 

→ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※
「
於
」
＝
置
き
字
…
日
本
語
で
は
読
ま
な
い
字
。
書
き
下
し
で
は
書
か
な
い
。 



④ 

百 
 

聞 
 

不 
 

如 
 

一 
 

見 

→ 
 

 
⑤ 
疑 

 

心 
 

生 
 

暗 
 

鬼 

→ 

⑥ 

宋 
 

人 
 

有 
 

耕 
 

田 
 

者 

→ 
 
 

 

⑦ 

我 
 

見 
 

鳥 
 

不 
 

鳴 

→ 

⑧ 

従 
 

心 
 

所 
 

欲 

→ 

 

上
下
点 

…
レ
点
と
一
・
二
点
だ
け
で
は
日
本
語
と
し
て
正
し
く
訳
せ
な
い
場
合
に
使
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 

必
ず
下
点
が
先
に
来
て
、
上
点
が
後
に
出
て
き
ま
す
。
下
点
と
上
点
の
間
に
必
ず
一
・
二
点
が
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 

①
下
点
は
い
っ
た
ん
飛
ば
す
。 

 
 
 
 
 

②
先
に
レ
点
や
一
・
二
点
を
読
む
。 

 
 
 
 
 

②
上
点
を
読
ん
だ
ら
、
最
後
に
下
点
が
つ
い
て
い
る
字
を
読
む
。 

教
科
書
の
文
で
練
習
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

有 
 

朋 
 

自 
 

遠 
 

方 
 

来 
 

 

 

「
有
」
に
は
下
点
が
つ
い
て
い
る
の
で
一
度
と
ば
し
ま
す
。
最
初
に
読
む
の
は
、
左
下
に
何
も
書
い
て
い
な
い
「
朋
」
で
す
。
次
の

「
自
」
に
は
二
点
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
と
ば
し
て
一
点
ま
で
「
遠
方
」
を
読
み
、
二
点
の
「
自
」
に
戻
り
ま
す
。
そ
の
次
は
上
点

が
つ
い
て
い
る
「
来
」
を
読
み
、
最
後
に
下
点
に
戻
っ
て
「
有
」
を
読
み
ま
す
。 

よ
っ
て 「

朋
遠
方
よ
り
来
た
る
あ
り
」 

 
 

と
な
り
ま
す
。（
※
「
有
り
」
を
「
あ
り
」
と
ひ
ら
が
な
で
書
く
こ
と
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
大
き
く
扱
い 

ま
せ
ん
。「
有
り
」
で
も
正
し
い
も
の
と
し
ま
す
。） 

練
習
問
題
そ
の
二 

 

① 

我 
 

知 
 

見 
 

美 
 

鳥 
 

者 
 

→ 

 

② 

悪 
 

称 
 

人 
 

之 
 

悪 
 

者 
 

→ 

 

最
後
は
、
上
下
点
と
一
レ
点
の
混
ざ
っ
た
発
展
問
題
で
す
。
一
年
生
の
時
に
学
習
し
た
、「
矛
盾
」
の
一
文
目
で
す
。 

 

③ 

楚 

人 

、
有 

鬻 

盾 

与 

矛 

者 
 

 

→ 
 

問
題
は
以
上
で
す
。
※
関
連
動
画
を
観
た
い
人
は
、y

o
u

tu
b

e

で
「
返
り
点
②
」
と
検
索o

r
 

四
分
五
十
秒
ま
で
が
参
考
に
な
り
ま
す
。 

 



練
習
問
題
そ
の
一
の
答
え 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

練
習
問
題
そ
の
二
の
答
え 

①
備
へ
有
れ
ば
患
ひ
無
し 

⑤
疑
心
暗
鬼
を
生
ず 

 
 
 
 
 
 

①
我
美
し
き
鳥
を
見
る
者
を
知
る 

②
理
に
合
は
ず 

 
 
 
 

⑥
宋
人
に
田
を
耕
者
有
り 

 
 
 
 

②
人
の
悪
を
称
す
る
者
を
悪
む 

③
良
薬
は
口
に
苦
し 

 
 

⑦
我
鳥
の
鳴
か
ざ
る
を
見
る 

 
 
 

③
楚
人
に
、
盾
と
矛
と
を
鬻
ぐ
者
有
り
。 

④
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず 

⑧
心
の
欲
す
る
所
に
従
ふ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

そ
の
他
の
孔
子
の
教
え
に
つ
い
て
紹
介
。
意
味
を
考
え
な
が
ら
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
挑
戦
し
た
い
人
は
書
き
下
し
文
を
考
え

な
が
ら
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

ワ
ー
ク
の
二
十
、
二
十
一
ペ
ー
ジ
も
参
考
に
な
り
ま
す
。 

 

①
子 

 

曰
、 

過 
 

而 
 

不 
 

改 

、 

是 
 

謂 
 

過 
 

矣 

  
 
 

→
子
曰
は
く
、
過
ち
て
改
め
ざ
る
、
是
を
過
ち
と
謂
ふ
。 

 
 
 
 
 

“
孔
子
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
過
ち
を
犯
し
た
の
に
す
ぐ
反
省
し
て
改
め
な
い
。
こ
れ
が
真
の
過
ち
だ
。” 

 
 

 

② 

子
貢 

問 

曰 

、「
有 

一 

言 

而 

可 

以 
終 

身 

行 

之 

者 

乎 

。」 

子 

曰 

、 

「
其 

恕 

乎 

。 

己 

所 

不 

欲 

、 

勿 

施 

於 
人 

。」 

 
 

 

→
子
貢
問
ひ
て
曰
は
く
、「
一
言
に
し
て
以
つ
て
終
身
之
を
行
ふ
べ
き
者
有
り
や
。」
と
。 

子
曰
は
く
、「
其
れ
恕
か
。
己
の
欲
せ
ざ
る
所
、
人
に
施
す
こ
と
勿
か
れ
。」
と
。 

 

“
子
貢
（
孔
子
の
有
名
な
弟
子
）
が
質
問
し
た
。「
一
生
を
か
け
て
や
り
と
げ
る
価
値
が
あ
る
言
葉
（
も
の
）
は
あ
り
ま

す
か
？
」 

孔
子
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
そ
れ
は
恕
（
＝
思
い
や
り
）
だ
ね
。
自
分
が
さ
れ
て
い
や
な
こ
と
は
人
に
は
し
て
は
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
よ
。」” 

色
々
と
紹
介
し
た
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
膨
大
な
量
に
な
り
ま
す
。
興
味
が
あ
る
人
は
、
ぜ
ひ
「
論
語 

全
文
」
と
検
索
し
て

く
だ
さ
い
。
現
代
語
訳
の
つ
い
た
サ
イ
ト
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。 

 

 

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
漢
文
は
、
こ
の
課
題
以
外
に
も
、『
よ
く
わ
か
る
国
語
の
学
習
３
』
の
十
七
～
二
十
二
ペ
ー
ジ
を
、
教

科
書
三
十
二
～
三
十
四
ペ
ー
ジ
を
見
な
が
ら
必
ず
解
い
て
く
だ
さ
い
。 

 

ふ
り
か
え
り 

あ
て
は
ま
る
も
の
に
○
を
し
ま
し
ょ
う
。 

①
漢
文
の
返
り
点
（
レ
点
・
一
二
点
・
上
下
点
）
に
つ
い
て
、
理
解
で
き
た
。 

あ
、
で
き
た 

 

い
、
ま
あ
ま
ま
で
き
た 
 

う
、
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た 

 

え
、
で
き
な
か
っ
た 

 

②
ワ
ー
ク
（
よ
く
わ
か
る
国
語
の
学
習
）
を
解
き
、
教
科
書
の
内
容
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。 

あ
、
で
き
た 

 

い
、
ま
あ
ま
ま
で
き
た 

 

う
、
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た 

 

え
、
で
き
な
か
っ
た 

 
 感

想 

お
つ
か
れ
さ
ま
で
し
た
。
漢
文
は
難
し
か
っ
た
で
す
か
？
ま
た
、
孔
子
に
つ
い
て
何
か
考
え
た
こ
と
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

何
か
あ
れ
ば
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

    


