


生
き
方
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
『
論
語
』

二
十
五
日
か
ら
、
準
備
登
校
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

メ
ル
マ
ガ
や
Ｈ
Ｐ
か
ら
情
報
を
得
て
、
着
実
に
準
備
し
て
ね
。

さ
て
、
今
日
は
三
年
生
だ
ね
。
一
、
二
年
の
教
科
書
で
は
、
日
本

の
古
典
と
中
国
の
古
典
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
け
ど
、
三
年
の
教

科
だ
け
は
違
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
古
典
か
ら
離
れ
、
三
十
二
ペ
ー

ジ
か
ら
「
学
び
て
時
に
こ
れ
を
習
ふ
」
と
題
し
て
、
『
論
語
』
が

載
っ
て
い
ま
す
。

最
初
の
単
元
の
タ
イ
ト
ル
の
中
に
「
生
き
方
を
考
え
る
」
と
い
う

言
葉
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
古
典
教
材
と
い
う
よ
り
「
生
き
方
を
考

え
る
教
材
」
と
い
う
位
置
付
け
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
『
論

語
』
と
い
う
書
物
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
に
値
す
る
も
の
で
す
。

十
一
日
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
、
『
詩
経
』
の
話
を
し
ま
し
た
。
忘
れ

て
し
ま
っ
た
人
、
ま
だ
読
ん
で
な
い
人
は
、
ぜ
ひ
そ
こ
か
ら
読
ん
で

ほ
し
い
ね
。
実
は
、
こ
の
『
詩
経
』
を
作
っ
た
の
が
孔
子
と
い
う
偉

い
先
生
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
孔
子
や
そ
の
弟
子
た
ち
の
教
え
や
言

葉
、
行
っ
た
こ
と
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
が
『
論
語
』
な
の
で
す
。

教
科
書
に
は
、
そ
の
中
の
孔
子
の
四
つ
の
言
葉
が
載
っ
て
い
ま
す
。

『
詩
経
』
の
説
明
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
に
当
た
り
前
に

考
え
て
ほ
し
く
な
い
の
が
「
日
本
と
の
差
」
で
す
。
孔
子
が
活
躍
し

て
い
た
当
時
の
日
本
で
は
、
人
々
は
土
器
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
先

生
と
弟
子
と
い
う
よ
う
な
人
間
関
係
や
、
文
字
を
駆
使
し
て
記
録
し

た
も
の
な
ど
も
な
か
っ
た
の
が
当
時
の
日
本
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
中
国
の
歴
史
の
奥
深
さ
が
実
感
で
き
ま
す
よ
ね
。

よ
り
高
い
価
値
を
求
め
て
学
ぼ
う
と
い
う
姿
勢
が
当
時
の
中
国
の

人
々
に
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。
再
び
言
い
ま
す
が
、
当

時
の
日
本
人
は
土
を
こ
ね
こ
ね
し
て
い
た
の
で
す
よ
。

そ
う
な
る
と
、
『
論
語
』
は
当
然
日
本
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

ま
す
。
時
代
劇
を
見
る
と
、
武
家
の
子
ど
も
が
正
座
し
て
大
き
な
声

を
出
し
て
音
読
し
て
い
ま
す
。
あ
れ
は
『
論
語
』
を
筆
頭
に
、
中
国

の
思
想
を
勉
強
し
て
い
る
シ
ー
ン
で
す
。

『
論
語
』
は
西
暦
三
九
〇
年
頃
、
漢
字
や
仏
教
と
共
に
日
本
に
伝

わ
り
、
聖
徳
太
子
や
空
海
も
勉
強
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

が
現
在
で
は
、
漫
画
と

い
う
形
に
な
っ
て
、
北

中
の
図
書
室
の
中
に
も

入
っ
て
い
ま
す
。
知
っ

て
い
ま
し
た
か
。

次
は
孔
子
の
言
葉
に

つ
い
て
書
き
ま
す
ね
。

（
五
月
十
三
日
）


