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私
は
長

い
間
学
校
に
勤
め
て
お

り
ま
し
て
、
よ
う
や
く

一
昨
年
卒
業

し
ま
し
て
、
今
は
本
当
に
自
由
な
身

に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、

自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
や

つ
て
そ
う
し
て
、
少
し
で
も

自
分
の
勉
強
に
な
れ
ば
、
ま
た
少
し
で
も
人
様

の
役
に
立

て
ば
と

い
う
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
７０
代
と
い
う

の
は
本

当
に
幸
せ
だ
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

◇

富
岡
製
糸
場

実
は
、
先
般
群
馬
県
の
富
岡
製
糸
場
を
含
む
産
業
遺
産

群
が
、　
ユ
ネ

ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
に
な
り
ま
し
た
。

正
式
決
定
す
る
前
に
見
に
行

こ
う
と
、
朝
思

い
立
ち
ま

し
て
、
私

一
人
で
行

っ
て
き
ま
し
た
。

こ
う

い
う
こ
と
が

出
来
る
の
が
定
年
後

の
楽
し
み
、

い
い
所
な
ん
で
す
ね
。

行
き
ま
し
て
驚
き
ま
し
た
。
本
当
に
親
切
に
現
地

の
方
が

ご
案
内
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
お
世
話
し
て
く
だ
さ
る
方
が

本
当
に
よ
く
勉
強
し
て
い
ま
す
。

明
治

の
初
め
に
、
日
本
が
外
国
に
国
を
開

い
て
も
売
れ

る
も
の
が
な
か

つ
た
時
代
な
ん
で
す
ね
、
そ
の
時
、
唯

一

生
糸
は
売
れ
る
と
見
た
わ
け
で
す
。
何
故
か
と
い
え
ば
、

幕
末

の
こ
ろ
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
、
蚕
の
病
気
が
流
行
り

ま
し
て
、

ヨ
ー

ロ
ツ
パ
で
全
然
生
糸
が
出
来
な
い
、
中
国

も
ア

ヘ
ン
戦
争
以
後
な
か
な
か
輸
出
が
出
来
な
い
状
況
で
、

慶
応
三
年
に
パ
リ
で
万
博
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
と
き
渋

沢
栄

一
が
行

っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
時
生
糸
は
売
れ
る

と
見
込
ん
で
帰

っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
、
群
馬
県
に
製
糸
場
が
出
来
る
わ
け
で
す
。
官

営
工
場
を
始
め
る
に
当
た

っ
て
、　
一
番
功
績

の
あ

っ
た
の

は
渋
訳
体

一費

と
思

い
ま
す
。
渋
沢
に
は
十
歳
年
上

の
従

兄
弟
尾
高
惇
忠
と
い
う
人
が
い
ま
し
て
、
こ
の
人
に
漢
学

・

国
学
を
学
び
ま
し
た
。
結
果
的
に
群
馬
に
官
営
工
場
を
造

る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
そ
の
初
代

の
工
場
長
が
尾
高

惇
忠
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
人
が
本
当
に
学
問
が
で
き
た
と

同
時
に
人
格
の
で
き
た
人
で
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
技
師
と
も
、

う
ま
く
渡
り
合
い
、
ま
た
日
本
の
各
地
か
ら
集
ま

っ
た
女

工
さ
ん
も
尾
高
さ
ん
の
人
格
で
う
ま
く
ま
と
め
て
、
指
導

し
て
、
そ
こ
で
学
ん
だ
人
た
ち
は
各
地
に
行

っ
て
、
日
本

の
近
代
的
な
養
蚕
生
糸
産
業
を
起
こ
し
た
わ
け
で
す
。

日
本
の
優
れ
て
い
た
点
は
、　
一
番
大
事
な
こ
と
は
教
育

と
い
う
も
の
が
実
に
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
で
す
。

教
育
が
国
を
興
し
た
。
国
を
延
ば
し
た
。
と
い
つ
て
い
い

と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
渋
沢

・
尾
高
な
ど
の
学
問
を
し
て
、

そ
の
学
問
で
産
業
を
興
し
た
こ
と
は
、
非
常
に
大
き
い
と

思
い
ま
す
。
と
り
わ
け
そ
の
人
格
が
人
を
纏
め
、
人
を
動

か
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
事
も
今
回
改
め
て
学

ん
だ
こ
と
な
ん
で
す
。

◇

論
語
の
歴
史

渋
沢
栄

一
と
い
う
人
は
、

「算
盤
と
論
語
」
と
い
う
本

が
あ
り
ま
す
よ
う
に

「論
語
」
通
の
人
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
方
は
、
た
く
さ
ん
の
起
業
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど

も
、
い
わ
ゆ
る
商
売
と
い
う
も
の
は
利
益
を
求
め
る
。
あ

る
い
は
利
益
を
生
む
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
義
に

か
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

つ
ま
り
決
し
て
利
を
貪
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
独

り
占
め
す
る
と
か
い
う
こ
と
を
や

つ
て
は
な
ら
な
い
。
常

に
本
来
あ
る
べ
き
人
間
の
姿
、
行
動
の
持
ち
よ
う
と
い
う

も
の
を
常
に
頭
の
中
に
描
き
な
が
ら
仕
事
を
し
て
こ
ら
れ

た
。
と
言

つ
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
元
の

一

つ
は

「論
語
」
で
あ
つ
た
。
と
思
い
ま
す
。

も
と
も
と

「論
語
」
は
孔
子
な
り
、
孔
子
の
お
弟
子
さ

ん
達
の
語
ら
れ
た
こ
と
を
纏
め
た
も
の
で
す
か
ら
、
当
然

色
々
な
テ
キ
ス
ト
が
あ

っ
た
わ
リ
ト

す
。
古
注
と
言
わ
れ

る
も
の
、

れ
れ
」薇
鶉

の
時
代
の
何
晏
と
い
う
人
が
作
り
ま

し
た
だ
」
綸
特
集
解
」
と
宋
の
時
代
の
朱
子
が
作
り
ま
し

た

「論
語
集
注
」
こ
ち
ら
を
新
注
と
い
い
い
ま
す
。

「論
語
」
は
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
よ
り
ま
す
と
応

神
天
皇
の
御
世
に
朝
鮮
半
島
の
百
済
か
ら
王
仁
博
士
が
も

た
ら
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
よ
そ
５

世
紀
の
頃
だ
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
当
時
の
大
学
生
が
必

ず
学
ぶ
べ
き
テ
キ
ス
ト
と
し
て

「論
語
」
と

「孝
経
」
が

あ
り
ま
し
た
。
日
本
人
は
儒
学
を
沢
山
学
び
ま
し
た
が
、

と
り
わ
け

「論
語
」
と

「孝
経
」
は
必
修
で
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
菅
原
道
真
公
が
学
ば
れ
た
論
語
は
、
ま
さ

に
何
晏
の

「論
語
集
解
」
を
学
ん
で
お
ら
れ
た
ん
で
す
。

や
が
て
中
国
で
は
南
宋

の
時
代
に
朱
子
が
改
め
て
、

「四
書
」
に
注
釈
を
付
け
ま
し
た
。
日
本
に
は
鎌
倉
時
代

の
終
わ
り
頃
伝
わ

っ
て
き
て
、
非
常
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
ま
し
た
。
と
り
わ
け
江
戸
幕
府
が
新
訳
を
も

つ
て
立

ち
ま
し
た
か
ら
、
全
国
的
に
む
し
ろ
朱
子
の

「論
語
集
注
」

が
広
ま
っ
た
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

◇
皇
室
と
論
語

今
上
天
皇

・
皇
后
両
陛
下
、
あ
る
い
は
皇
太
子
さ
ま
な

ど
は
、

「論
語
」
が
お
好
き
な
ん
で
す
。
今
の
陛
下
が
皇

太
子
時
代
に
お
話
に
な

っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、　
一
番
好
き

な
言
葉
は
、

「忠
恕
」
と
い
う
言
葉
だ
そ
う
で
す
。

「忠

恕
」
と
い
う
の
は
ま
さ
に

「論
語
」
に
出
て
く
る
言
葉
で

し
て
、

「誠
と
思
い
や
り
」
で
す
。

今
の
皇
太
子
様
も
小
さ
い
頃
に

「論
語
」
を
し
つ
か
り

学
ば
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
宇
野
哲
人
先
生
に
学
ば
れ

て
い
ま
す
。
現
在
で
も
日
本
の
皇
室
の
中
で

「論
語
」
の

学
習
が
受
け
継
が
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
で
す
。

日
本
の
皇
室
の
特
徴
は
色
々
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

一
つ

は
、
学
問

・
教
育
を
非
常
に
大
事
に
し
て
こ
ら
れ
た
。
と

い
う
こ
と
で
す
。
学
問

・
教
育
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
人
に
学
問
を
し
ろ
、
学
問
を
大
切
に
し
ろ
と
言
う

こ
と
で
は
な
く
て
、
自
ら
学
ば
れ
る
。
自
ら
教
え
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
を
し
て
こ
ら
れ
た
。
と
い
う
こ
と
で
す
。

古
事
記
や
日
本
書
紀
に
よ
り
ま
す
と
、
日
本
に

「論
語
」

や

「千
字
文
」
が
伝
わ
り
ま
し
ヱ
類
詳
げ
録
初
に
学
ば
れ

た
の
が
、
応
神
天
皇
の
王
子
の
菟
道
稚
郎
子
だ
と
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
皇
室
の
方
々
が
ま
ず

「論
語
」
を
学
ば
れ
た
。

そ
し
て
広
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば

当
然
他
の
貴
族

・
公
家
た
ち
も
そ
う
で
す
し
、
ま
た
多
く

の
役
人
た
ち
も

一
生
懸
命
勉
強
ｔ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
が

武
士
に
伝
わ
り
庶
民
に
伝
わ
り
ま
し
て
、
日
本
で
は
本
当

に
、
漢
籍
を
学
ぶ
の
が
必
修
と
い
う
か
不
可
欠
の
教
養
に
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な
り
ま
し
た
。

◇
仮
名
論
語

日
本
人
は
中
国
か
ら
受
け
取

っ
た
物
を
、
返
り
点
を

付
け
て
読
む
と
い
う
形
で
、
日
本
語
で
読
め
る
よ
う
に

し
て
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
更
に
書
き
下
し
て
仮
名
書

き
に
し
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
、
室
町
時
代
に
仮
名
論
語
が
す
で
に
で
き

て
い
ま
す
。
資
料
を
見
て
く
だ
さ
い
。

「論
語
の
伝
本

対
比
」
と
あ
り
ま
す
。　
一
つ
は
今
安
田
文
庫
本
と
い
っ

て
お
り
ま
す
が
、
企
部
伝
わ

っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
に
写
し
た
Ｂ
と
書
い
て
あ
る
物

が
残

っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
Ａ
と
Ｂ
に
よ
つ
て
ほ
ぼ

全
体
の
三
分
の
二
く
ら
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
安
田
文
庫
本
を
東
大
で
写
し
た
も
の
が
別
途
残

っ

て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
若
干
補
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
以
外
に
室
町
時
代
の
仮
名
論
語
を
ほ
ぼ
踏
襲
し

た
写
し
が
皇
室
に
伝
わ

っ
て
お
り
ま
す
。
後
桜
町
天
皇

と
い
”
一軟
帝
が
今
か
ら
二
百
数
十
年
前
に
お
写
し
に
な
つ

た
、
農
筆
本
の
仮
名
論
語
で
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
二
人
の
女
帝
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の

一
人
が
後
桜
町
天
皇
で
す
。
そ
の
父
君
が
３２
歳
で
亡

く
な
る
。
そ
の
後
、
桃
園
天
皇
が
継
ぎ
ま
す
が
２２
歳
で

亡
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
継
が
れ
た
の
が
後
桜
町

天
皇
で
あ
り
ま
す
。
や
が
て
８
年
後
に
そ
の
弟
君
の
残

さ
れ
た
お
子
さ
ん
が
１３
歳
位
に
な
ら
れ
ま
し
て
、
そ
れ

で
バ
ト
ン
タ
ツ
チ
を
す
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
８
年
間

余
り
中
継
ぎ
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

後
桜
町
天
皇
は
聡
明
な
方
で
あ
り
、
よ
く
努
力
を
さ

れ
た
方
で
す
。
後
桜
町
天
皇
が
論
語
の
仮
名
書
き
を
し
、

ま
た
そ
れ
を
受
け
取
ら
れ
た
の
が
弟
の
残
し
た
子
供
、

甥
に
あ
た
る
方
で
す
。
伯
母
様
か
ら
書
き
与
え
ら
れ
た

論
語
を

「論
語
心
覚
帳
」
と
袖
書
き
さ
れ
た
も
の
が
残
っ

て
い
ま
す
。

受
け
取
ら
れ
た
、
桃
園
天
皇
が
ま
だ
十
代
の
半
ば
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
論
語
の
序
文
の
所
だ
け
全
部

写
さ
れ
た
も
の
が
残

っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
総
て
後

桃
園
天
皇
の
ご
農
筆
で
す
。

そ
れ
を
含
め
て
結
論
だ
け
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
ま
ず

大
事
な
こ
と
は
仮
名
論
語
な
る
物
を
後
桜
町
天
皇
と
い

う
女
帝
が
後
を
つ
い
で
欲
し
い
甥
の
桃
園
天
皇
の
た
め

に

一
生
懸
命
写
し
て
渡
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
す
ね
。

受
け
取

っ
た
側
で
は

一
生
懸
命
学
ば
れ
て
そ
れ
を
受
け

継
ご
う
と
し
て
、
し
か
も
こ
の
方
の
テ
キ
ス
ト
も
見
な

が
ら
論
語
の
序
を
き
ち
ん
と
写
し
て
お
ら
れ
る
。
と
い

う
事
で
あ
り
ま
す
。
学
問
と
い
う
も
の
は
単
に
抽
象
的

に
聞
い
て
、
そ
れ
で
覚
え
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
自
ら
書
い
て
、
写
し
て
、
そ
し
て
伝
え
て
い
く

も
の
な
ん
で
す
。

と
も
か
く
、
後
桜
町
天
皇
が
自
ら
先
人
の
仮
名
論
語

を
全
文
手
写
し
を
さ
れ
た
。
そ
れ
を
い
た
だ
か
れ
た
甥

の
桃
園
天
皇
が
自
分
で
や
は
り
改
め
て
写
し
て
お
ら
れ
、

ま
た
手
直
し
を
し
て
お
ら
れ
る
。
と
い
う
意
義
は
た
い

へ
ん
大
き
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
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各
独
禁
棋
“騒
”
疑
観
炉馨
鮮
７
顧
摯編
減
ｒ
レ

おが
だ
群
議
一年
だ舞
環
髪
尋
疑
囃一洋″驚
僣
颯
こ
か

満
六
え
壼
”

計
年
ギ
奮

牛
■

４
一
れ
壼

鋸
響
Ｌ
部
奏

件
弔
じ
る
菫

傷
争
キ
ヤ
が

紺
囃
可
属
置
竹
尋
学
〓

Ｔ́

´
″
歩
『

計
竹
　

　

　

　

「後
挑
園
天
皇
寝
筆
論
語
事

一
（京
都
御
所
東
山
御
支
庫
榔
物
）
ミ
哀
輸
英
華
」

四
三
二
号
一
　

　

九
一　
〓
］
蜘
串
一

，
，
〓
‘
′

，

〓
ｔヽ

ｉ
”

，
１

■
０

，
〓
　
ず
０
，
´
■
Ｆ
ダ
〓
″
ヽ
‘

ｆ
”
●
ィ
一
―
´
多
ヽ

，
卜
‘
・に
マ
ー
イ
‘
デ
／
ヽ
ァ

幾
鰤
舞
脅】翼
爵
プ
攀
髪
舞
｝絲誓
一霧
ち

十
鬱
時

一脚
［

一鍼
嘲

一③⑤な時長
一毘
鰤

一̈
時審

一回商耐
一̈藷呻

一̈輸疇公 『
論

語

』

の
伝

本

対

比

０

何
晏

『論
語
集
解
』
系

Ａ
¨
Ｇ

］

Ｉ
冊
⑮

い

Ｉ
Ⅲ

⑩

【

０
）

未
子

『諦
語
集
註
』
系

□
―
「
冽
窄
利
―
畑
割
劉
翻
剰
つ
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平成26年 8月 9日 (土 ) 人間学塾・中之島 [3]

《
グ

ル

ー
プ

討

議

会

》

所
　
功
先
生
の
講
義
を
拝
聴
し
た
あ
と
、
講
話
の
内
容
に

つ
い
て
、
各
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
塾
生
み
な
さ
ん
で
討
議
、

感
動
語
録
を
発
表
し
ま
し
た
．

【
Ａ
グ
ル
ー
．ブ
】

①

教
育

・
学
問
が
国
を
興
す

②

外
国
の
技
術
や
学
問
を
、
短
期

間

で
日
本

の
も

の
に
す
る
能
力

が
高

い

③

人
格
が
人
を
動
か
す

①

忠
恕
Ｈ
人
に
対
す
る
思

い
や
り

が
大
切

【
Ｂ
グ

ル
ー
プ
】

①

天
皇

の
あ
り
方
を
論
語
か
ら
学

ん
で
い
る

②

論
語
＝
何
度
も
輪
読
、
書

い
て

学
ぶ

③

恕

の
教
え

【
Ｃ
グ

ル
ー
プ
】

①

忠
恕
＝
誠
と
思
い
や
り

②

皇
室
で
は
学
問
は
自
ら
学
び
、
次
代
に
教
え
る

③

学
問
は
書
い
て
写
し
て
伝
え
る
も
の

【
Ｄ
グ
ル
ー
ブ^
】

①

恕
＝
我
が
見

つ
め
て
人
の
痛
さ
を
知
れ

②

論
語
は
庶
民
か
ら
皇
室
ま
で
、
自
然
と
し
み
入

っ
た

Ｏ

皇
室
が
教
え
続
け
た
こ
と
が
、
日
本

の
精
神
性
を
高
め

て
い
る

【
Ｅ
グ
ル
ー
プ
】

①

人
格
が
人
を
ま
と
め
、
動
か
し
た

②

古
注
の
読
み
を
大
切
に
解
釈

③

天
皇
は
思

い
や
り

↓

答
え
ら
れ
る
質
問
を
す
る

皇
室
は
自
ら
学
ぶ

（学
問
の
大
切
さ
を
説
く
） 議

【読
書
会
】
Ａ
グ
ル
ー
プ

◇

指
　
導
　
　
寺
田

一
清

顧
問

◇

テ
キ
ス
ト
　
森
信
三
先
生

『
一
語

一
会
』

◇

進
　
行
　
　
広
瀬
育
代

塾
生

◇

記
　
録
　
　
西
村
俊
幸

世
話
人

人
月

一
日

人
生
の
真

の
ス
タ
ー
ト
は
、
何
よ
り
も
ま
ず

こ
の
「人
生
二

度
な
し
」
と
い
う
真
理
を
、
そ
の
人
が

い
か
に
深
く
痛
感
す
る

か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
始
ま
る
と
言

っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

人
月
五
日

第

一
は
大
体
十
二
，
三
歳
前
後
の
「立
志
」
の
時
期
で
あ
り
、

第
二
は
三
十
四
，
Ｉ
歳
か
ら
四
十
歳
前
後
に
か
け
て
で
、

「発

願
」
の
時
期
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
第
二
は
、
六
十
歳
前
後
で
あ

っ

て
、
自
分
の

一
生
の
し
め
く
く
り
を
い
か
に
す
べ
き
か
を
学
ぶ

時
期
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

人
月
二
十
日

幸
福
と
は
、
縁
あ
る
人
々
と
の
人
間
関
係
を
噛
み
し
め
て
、

そ
れ
を
深
く
味
わ
う
と
こ
ろ
に
生
ず

る
感
謝
の
念
に
他
な
る
ま
い
３

人
月
二
十
四
日

人
は
そ

の

一
心
だ
に
決
定
す
れ

ば
、
如
何
な
る
環
境

に
置
か
れ
よ

う
と
も
、
何
時
か
は
必
ず
、
道
が
開

け
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

【読
書
会
】
Ｂ
グ
ル
ー
プ

清
水
正
博
　
世
話
人
代
表

『
先
哲

・
石
田
梅
岩
の
世
界
』

山
路
直
美

塾
生

松
本
　
）字

世
話
人

輪
読

の
後
、
お

一
人
ず

つ
感
動
し
た
内
容
に

つ
い
て
発
表
し

ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
塾
生
の
多
く
の
支
持
を
集
め
た
の
は
次

の
言
葉
で
し
た
。

４４
番
　
神
儒
仏
と
も
に
悟
る
心
は

一
な
り

３‐
番
　
夏
は
日
陰
を
譲
り
冬
は
日
当
た
り
を
譲
る

４３
番
　
父
母
の
是
非
を
論
じ
な
い

‐４
番
　
わ
れ
事
に
あ
た
ら
ば
新
た
に
述
べ
る
な
り

３５
番
　
真
の
商
人
は

「先
も
立
ち
、
我
も
立

つ
」

白
性
、
忠
恕
、
父
母
即
恩
、
清
水
代
表
が
定
め
ら
れ
た
生
涯

の
テ
ー

マ
、
商
人
道
等
に

つ
い
て
様

々
な
角
度
か
ら
意
見
交
換

や
質
疑
応
答
が
あ
り
、
中
身

の
濃

い
充
実
し
た
読
書
会
と
な
り

ま
し
た
。

清
水
代
表

の
総
括
で
は
、
石

門
心
学
を
広
め
た
い
、
小
中
学

校

の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
こ

と
を
念
願
し
て
い
る
と

い
う
熱

い
思

い
が
語
ら
れ
ま
し
た
。
ち

な
み
に

『
先
哲

。
石
田
梅
岩

の

世
界
』
は
清
水
代
表
が
１
年
３

力
月
も
の
間
「

断
酒
を
さ
れ

一■
”
≒

・
●

て
■
梓
さ
れ
一一
一す
一一一
一
一

」動辞雌な
・啄一一一卜一

◇ ◇ ◇ ◇

記 進 テ 指
キ

録 行 ス 導
ト

は 多 :



平成26年 8月 9日 (土 ) 人間学塾 中之島 [4]

《
先
哲
に
学
ぶ
》

人
は
わ
が
鏡

丸
山
敏
雄

師

人
は
人
、
自
分
は
自
分
と
、
別

々
だ
と
考
え
る
と

こ
ろ

に
、
人
の
世

の
い
ろ

い
ろ
な
不
幸
が
生
じ
る
。

実
は
、
人
は
わ
が
鏡
で
あ
る
。
自
分
を
映
す
映
像
に
す
ぎ
ぬ
。

親
子
、
夫
婦
、
交
友
、
隣
人
、
す
べ
て
が
わ
が
鏡

で
あ

っ

て
、
わ
が
心
の
ま
ま
に
変
わ

っ
て
い
く
。

今

日
ま

で
は
、
相
手
の
人
を
直
そ
う
と
し
た
。
鏡

に
向

か

っ
て
、
顔

の
墨
を
消
す
に
、
ガ
ラ

ス
を
ふ
こ
う
と
し
て

い
た

の
で
、　
丁

」
う
に
落
ち
な

い
。

自
分

の
顔
を
ぬ
ぐ
え
ば
よ

い
。
人
を
あ
ら
た
め
よ
う
、

変
え
よ
う
と
す
る
前
に
、
ま
ず
自
ら
あ
ら
た
め
、
自
分
が

変
わ
れ
ば
よ
い
。

（
『
丸
山
敏
雄

一
日

一
話
』
よ
り
）

‐《お
薦
め
書
籍
》

『九
割
の
病
気
は
自
分
で
治
せ
る
』
岡
本

裕

著

少
し
体
調
を
崩
す
と
、
安
易
に
薬
や
病
院
に
頼

っ
て
い
ま

せ
ん
か
？
　
薬
は
、
あ
く
ま
で
も
対
症
療
法
で
す
よ
ね
ｌｌ
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
自
己
治
癒
力
を
高
め
る
こ
と
で
病
気
を
遠

ざ
け
て
み
ま
せ
ん
か
。
病
気
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
生
活

習
慣
と
考
え
方
を
変
え
る
こ
と
で
、
体
が
本
来
持

っ
て
い
る

治
癒
力
を
高
め
、
健
康
な
体
を
作
る
方
法
を
お
教
え
て
頂
い

て
い
ま
す
よ
。

ま
た
、
現
代
医
療
の
危
機
的
状
況
も
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
あ
な
た
も

「
お
い
し
い
患
者
」

に
な

っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
――

不
調
の
貴
方
必
読
で
す
。

《
孫
と
の
旅
日
記
》

先
日
夏
体
み
を
兼
ね
小
学
４
年
生
の
孫
と
、
仙
台
か
ら
会

津
若
松

へ
二
泊
三
日
の
旅
を
し
て
き
ま
し
た
。
行
き
は
新
幹

線
で
約
６
時
間
を
か
け
て
仙
台

へ
、
当
日
は
雨
に
祟
ら
れ
ど

こ
に
も
行
け
ず
ホ
テ
ル
で

一
泊
。
翌
日
は
快
晴
で
伊
達
政
宗

ゆ
か
り
の
地
か
ら
、
東
日
本
大
震
災
で
大
変
な
被
害
を
受
け

た
名
取
市
閑
上
地
区
を
訪
間
、
富
士
主
姫
神
社
跡
の
高
台
に

登
り
、
慰
霊
碑
に
手
を
合
わ
せ
て
き
ま
し
た
。
孫
の

「声
が

出
え

へ
ん
か
っ
た
わ
あ
――
」
の

一
言
に
、
参
拝
で
き
た
こ
と
に

感
謝
し
ま
し
た
。
　

翌
日
は
、
「什
の
掟
」
「な
ら
ぬ
こ
と
は

な
り
ま
せ
ぬ
」
の
教
え
の
会
津
若
松
市
を
訪
問
。
飯
盛
山
か

ら
鶴
ケ
城

へ
、
自
刃
し
た
若
者
の
墓
所
参
拝

へ
、
孫
は
３０
数

基
の
墓
石

一
ヶ
所

一
ヶ
所
に
手
を
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
帰

路
は
福
島
空
港
か
ら
１
時
間
３０
分
大
阪
空
港

へ
、
孫
日
わ
く

「行
き
の
ｏ
時
間
は
な
ん
や

つ
た
ん
――
」
多
く
の
学
び
を
頂
い
た

孫
と
の
旅
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（宮
本

記
）

《
九
月

第
二
期

人
間
学
塾

。
中
之
島
》

日

「入

塾

式
」

＊
日
時
　
９
月
１３
日

（第
二
土
曜
）

＊
開
塾
　
午
前
１０
時

１５
分

自
由
参
加

課
外
講
座

（ビ
デ
オ
放
映
）

寺
田

一
清
顧
問
５
月
講
話

＊
受
付
　
午
前
１１
時
３０
分
よ
り

＊
場
所
　
大
阪
大
学
中
之
島
セ
ン
タ
ー
　
‐Ｏ
Ｆ

＊
開
式
　
第

一
部
　
入
塾
式

午
後
０
時
よ
り

第
二
部
　
歓
迎
の
集

い

午
後
３
時
３０
分

～

午
後
５
時

※

当
日
の
昼
食
は
、
午
前

Ｈ
時
よ
り
２
Ｆ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
が

オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

◆

第
二
期
詳
細
連
絡
に

つ
い
て

第
二
期
塾
費
送
金
手
続
き
の
ご
連
絡
は
、
当
月
中
旬
よ
り

順
次
郵
便
に
て
ご
案
内
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

《
淀
川
掃
除
に
学
ぶ
会
》
短
信
　
　
　
世
話
人

志
村
隆
夫

▼

８
月
３
日
の
日
曜
日
は
台
風
１２
号
の
影
響
で
、
朝
か
ら
ぐ

ず

つ
い
た
お
天
気

で
し
た
が
、
掃
除
を
始
め
る
８
時
ぐ
ら

い

に
な
る
と
、
雨
も
止
み
薄

日
の
差
す
天
気
ま
で
回
復
し
て
き

ま
し
た
。

参
加
者
は
総
勢

３５
名
で
、
蒸
し
暑

い
中
で
の
作
業
と
な
り

ま
し
た
が
、
収
穫
し
た
ゴ
ミ
袋
は
３４
袋
で
し
た
。

ま
た
、
瓶
と
缶

の
袋
が
２
個
、
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
の
袋
が
１
個

で
し
た
。
淀
川

の
潮
が
引

い
て
、
ゴ
ミ
は
い
つ
も
よ
り
少
な

く
、
９
時
半
に
は
終
了
し
ま
し
た
。

川
岸
に
は
、
釣
人
も
多
く
来
て
、　
ハ
ゼ
釣
り
に
興
じ
て
お

ら
れ
ま
し
た
が
、
釣
果
は
あ
ま
り
良
く
な
い
よ
う
で
し
た
。

今
回
の
淀
川
掃
除
は
台
風
の
影
響
も
あ
り
、
参
加
者
は
少

数

で
し
た
が
、
石
丸
様
が
今
月
も
た
く
さ
ん
の
お
握
り
と
冷

た
い
お
茶
を
用
意
し
て
く
だ
さ
り
、
皆

で
感
謝
し
て
頂
き
ま

し
た
。

来
月
は
、
お
盆

の
灯
篭
流
し
が
あ
る
為
、
ゴ
ミ
が
た
く
さ

ん
集
ま
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
楽
し
み
に
し
て
お

り
ま
す
。

問
合
せ
　
〇
九
〇
―

一
人
九
四
―

一
七
六
五

（小
西
）

〇
九
〇
―
七
五
五
五
―
人
七
七
七

（志
村
）


