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一

初
級

１
子し

曰い

わ
く
、 

巧こ
う

言げ
ん

令れ
い

色し
ょ
く、鮮す
く

な
し
仁じ
ん

。

 

子
曰
、
巧
言
令
色
、
鮮
矣
仁
。                                             

 （
学が
く

而じ

篇へ
ん

）

文ぶ
ん

章し
ょ
うの
意い

味み

 

孔こ
う

先せ
ん

生せ
い

が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

  「
口く
ち

先さ
き

で
う
ま
く
言い

い
、人ひ
と

に
気き

に
入い

ら
れ
よ
う
と
わ
ざ
と
ら
し
い
態た
い

度ど

を
と
る
。

そ
ん
な
人ひ
と

に
は
ま
ご
こ
ろ
が
な
い
ね
。」

＊
こ
の
言こ
と

葉ば

か
ら
、
お
せ
じ
を
言い

っ
た
り
相あ
い

手て

に
気き

に
入い

ら
れ
よ
う
と
す
る
態た
い

度ど

を

す
る
こ
と
を
「
巧こ
う

言げ
ん

令れ
い

色し
ょ
く」
と
い
い
ま
す
。

語ご

句く

の
解か
い

説せ
つ

 ○
「
子
」
は
「
し
」
と
読よ

み
、「
先せ
ん

生せ
い

」
の
意い

味み

。

＊
『
論ろ
ん

語ご

』
で
は
、
孔こ
う

子し

（
孔こ
う

丘き
ゆ
う）
が
先せ
ん

生せ
い

な
の
で
、「
子し

曰い

わ
く
～
」
で
は
じ
ま
る

言こ
と

葉ば

は
、
す
べ
て
孔こ
う

子し

の
述の

べ
た
言こ
と

葉ば

で
す
。

 ○
「
曰
」
は
、「
い
わ
く
」
と
読よ

み
、
こ
こ
で
は
「
お
っ
し
ゃ
る
（
言い

う
）」
の
意い

味み

。
 ○

「
巧
言
」
は
、「
こ
う
げ
ん
」
と
読よ

み
、「
口く
ち

先さ
き

で
う
ま
く
言い

う
」
こ
と
を
い
う
。

 ○
「
令
色
」
は
、「
れ
い
し
ょ
く
」
と
読よ

み
、「
人ひ
と

に
気き

に
入い

ら
れ
よ
う
と
、
わ
ざ
と

ら
し
い
顔か
お

つ
き
・
わ
ざ
と
ら
し
い
態た
い

度ど

を
と
る
」
こ
と
を
い
う
。

 ○
「
鮮
」
は
、「
す
く
な
し
」
と
読よ

み
、「
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
い
う
意い

味み

。

 ○
「
仁
」
は
、「
じ
ん
」
と
読よ

み
、「
ま
ご
こ
ろ
・
他た

の
人ひ
と

を
思お
も

い
や
り
大た
い

切せ
つ

に
す
る
心
」

と
い
う
意い

味み

。

２
子し

曰い

わ
く
、 

弟て
い

子し

、入い

り
て
は
則す
な
わ

ち
孝こ
う

、出い

で
て
は
則す
な
わ

ち
弟て
い

。

子
曰
、
弟
子
、
入
則
孝
、
出
則
弟
。

（
学が
く

而じ

篇へ
ん

）

文ぶ
ん

章し
ょ
うの
意い

味み

孔こ
う

先せ
ん

生せ
い

が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
若わ
か

い
人ひ
と

は
、
家い
え

の
中な
か

で
は
、
親お
や

を
大た
い

切せ
つ

に
し
、

家い
え

の
外そ
と

で
は
、
目め

上う
え

の
人ひ
と

に
、
素す

直な
お

に
し
た
が
お
う
。」

語ご

句く

の
解か
い

説せ
つ

 ○
「
弟
子
」
は
「
て
い
し
」
と
読よ

み
、
こ
こ
で
は
「
若わ
か

い
人
」
の
意い

味み

。

＊
『
論ろ
ん

語ご

』
の
中
で
は
、
門も
ん

人じ
ん

の
意い

味み

で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

 ○
「
孝
」
は
、「
こ
う
」
と
読よ

み
、「
子こ

ど
も
が
親お
や

を
大た
い

切せ
つ

に
す
る
」
こ
と
を
い
う
。

 ○
「
弟
」
は
、「
て
い
」
と
読よ

み
、「
目め

上う
え

の
人ひ
と

に
素す

直な
お

に
し
た
が
う
」
こ
と
を
い
う
。



二

論
語
編

３
子し

曰い

わ
く
、 

吾わ
れ

十じ
ゅ
う

有ゆ
う

五ご

に
し
て
学が
く

に
志
こ
こ
ろ
ざす
。

子
曰
、
吾
十
有
而
志
五
于
学
。

（
為い

政せ
い

篇へ
ん

）

文ぶ
ん

章し
ょ
うの
意い

味み

孔こ
う

先せ
ん

生せ
い

が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
わ
た
し
は
、
十
じ
ゅ
う

五ご

歳さ
い

で
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
勉べ
ん

強き
ょ
うし
て
、
学が
く

問も
ん

を
一い
っ

生し
ょ
うの
仕し

事ご
と

に
し
よ
う
と
心こ
こ
ろに
き
め
た
。」

＊
『
論ろ
ん

語ご

』
は
「
学が
く

に
は
じ
ま
り
、
学が
く

に
終お

わ
る
」
と
言い

わ
れ
る
ほ
ど
、
孔こ
う

先せ
ん

生せ
い

は

「
学ま
な

ぶ
こ
と
の
大た
い

切せ
つ

さ
」
を
言い

っ
て
い
ま
す
。

語ご

句く

の
解か
い

説せ
つ

 ○
「
志
」
は
「
こ
こ
ろ
ざ
す
」
と
読よ

み
、「
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
勉べ
ん

強き
ょ
うし
よ
う
と
心
こ
こ
ろ

に
決き

め
る
」
こ
と
。

 ○
「
十
有
五
」
は
、「
じ
ゅ
う
ゆ
う
ご
」
と
読よ

み
、「
十じ
ょ
うと
さ
ら
に
五ご

が
あ
る
」
と
い

う
こ
と
で
、「
十
じ
ょ
う

五ご

歳さ
い

」
と
い
う
意い

味み

 ○
「
学
」
は
「
が
く
」
と
読よ

み
、「
学が
く

問も
ん

」
と
い
う
意い

味み

。

４
子し

曰い

わ
く
、 

故ふ
る

き
を
温あ
た
た

め
て
新あ
た
ら

し
き
を
知し

ら
ば
、 

以も
つ

て
師し

と
為な

る
べ
し
。子

曰
、
温
故
而
知
新
、
可
以
為
師
矣
。

（
為い

政せ
い

篇へ
ん

）

文ぶ
ん

章し
ょ
うの
意い

味み

孔こ
う

先せ
ん

生せ
い

が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
昔む
か
しの
こ
と
や
昔む
か
しの
人ひ
と

の
知ち

恵え

の
中な
か

か
ら
新あ
た
らし
い
こ
と
を
見み

つ
け
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
人ひ
と

の
先せ
ん

生せ
い

に
な
れ
る
よ
。」

語ご

句く

の
解か
い

説せ
つ

 ○
「
温
故
」
は
「
ふ
る
き
を
あ
た
た
め
て
」
と
読よ

み
、「
古ふ
る

い
こ
と
を
理り

解か
い

す
る
」
と

い
う
意い

味み

。

 ○
「
知
新
」
は
、「
あ
た
ら
し
き
を
し
る
」
読よ

み
、「
新あ
た
らし
い
意い

味み

を
見み

つ
け
る
」
と

い
う
意い

味み

。
 ○

「
為
師
」
は
、「
し
と
な
る
」
と
読よ

み
、「
先せ
ん

生せ
い

に
な
る
」
と
い
う
意い

味み

。



三

初
級

５
子し

曰い

わ
く
、 

義ぎ

を
見み

て
為な

さ
ざ
る
は
、勇ゆ
う

無な

き
な
り
。

子
曰
、
見
義
不
為
、
無
勇
也
。

（
為い

政せ
い

篇へ
ん

）

文ぶ
ん

章し
ょ
うの
意い

味み

孔こ
う

先せ
ん

生せ
い

が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
人ひ
と

と
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
知し

り
な
が
ら
、
こ
れ
を
し
よ
う
と
し

な
い
の
は
、
本ほ
ん

当と
う

の
勇ゆ
う

気き

が
な
い
も
の
だ
。」

語ご

句く

の
解か
い

説せ
つ

 ○
「
義
」
は
「
ぎ
」
と
読よ

み
、「
人ひ
と

と
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
と
い
う
意い

味み

。
正せ
い

義ぎ

。

 ○
「
勇
」
は
「
ゆ
う
」
と
読よ

み
、「
人ひ
と

と
し
て
持も

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
気き

力り
ょ
く」
と
い

う
意い

味み

。
勇ゆ
う

気き

。

６
子し

曰い

わ
く
、 

朝あ
し
たに
道み
ち

を
聞き

か
ば
、夕ゆ
う
べ

に
死し

す
と
も
可か

な
り
。

子
曰
、
朝
聞
道
、
夕
死
可
矣
。

（
里り

仁じ
ん

篇へ
ん

）

文ぶ
ん

章し
ょ
うの
意い

味み

孔こ
う

先せ
ん

生せ
い

が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
朝あ
さ

、
も
の
ご
と
の
真し
ん

理り

が
わ
か
っ
た
ら
、
そ
の
夕ゆ
う

が
た
に
、
死し

ん
で
も
か
ま
わ

な
い
の
だ
。」

語ご

句く

の
解か
い

説せ
つ

 ○
「
朝
」
は
「
あ
し
た
」
と
読よ

み
、「
朝あ
さ

」
と
い
う
意い

味み

。

 ○
「
道
」
は
「
み
ち
」
と
読よ

み
、「
も
の
ご
と
の
真し
ん

理り

」
と
い
う
意い

味み

。



四

論
語
編

７
子し

曰い

わ
く
、 

之こ
れ

を
知し

る
者も
の

は
、之こ
れ

を
好こ
の

む
者も
の

に
如し

か
ず
。 

之こ
れ

を
好こ
の

む
者も
の

は
、之こ
れ

を
楽た
の

し
む
者も
の

に
如し

か
ず
。

子
曰
、
知
之
者
、
不
如
好
之
者
。
好
之
者
、
不
如
楽
之
者
。

（
雍よ
う

也や

篇へ
ん

）

文ぶ
ん

章し
ょ
うの
意い

味み

孔こ
う

先せ
ん

生せ
い

が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
も
の
ご
と
を
知し

っ
て
い
る
人ひ
と

は
、
そ
れ
が
好す

き
な
人ひ
と

に
は
お
よ
ば
な
い
。

も
の
ご
と
が
好す

き
な
人ひ

と

は
、
そ
れ
を
楽た

の

し
む
人ひ

と

に
は
お
よ
ば
な
い
。」

語ご

句く

の
解か
い

説せ
つ

 ○
「
不
如
」
は
「
し
か
ず
」
と
読よ

み
、「
お
よ
ば
な
い
」
と
い
う
意い

味み

。

８
子し

曰い

わ
く
、 

憤ふ
ん

せ
ず
ん
ば
啓け
い

せ
ず
。悱ひ

せ
ず
ん
ば
発は
つ

せ
ず
。

子
曰
、
不
憤
不
啓
。
不
悱
不
発
。

（
述
じ
ゅ
つ

而じ

篇へ
ん

）

文ぶ
ん

章し
ょ
うの
意い

味み

孔こ
う

先せ
ん

生せ
い

が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「（
自じ

分ぶ
ん

か
ら
進す
す

ん
で
学ま
な

ぼ
う
と
し
て
も
う
ま
く
い
か
ず
）
悩な
や

み
苦く
る

し
み
、
い
ら
い

ら
す
る
ぐ
ら
い
に
な
ら
な
い
と
、
私わ
た
しは
指し

導ど
う

し
な
い
の
だ
。（
言い

い
た
く
て
も
）
そ

れ
を
う
ま
く
言い

い
表あ
ら
わせ
な
い
で
、
こ
ま
る
く
ら
い
に
な
ら
な
い
と
、
私わ
た
しは
教お
し

え
み

ち
び
か
な
い
の
だ
よ
。」

＊
自じ

分ぶ
ん

か
ら
進す
す

ん
で
学ま
な

ぼ
う
と
す
る
熱ね
っ

心し
ん

さ
が
大た
い

切せ
つ

だ
、
と
言い

っ
て
い
ま
す
。

語ご

句く

の
解か
い

説せ
つ

 ○
「
不
憤
」
は
「
ふ
ん
せ
ず
」
と
読よ

む
。「
憤ふ
ん

」
は
「
疑ぎ

問も
ん

を
持も

ち
、
悩な
や

み
、
苦く
る

し
ん

で
心こ
こ
ろが
い
ら
い
ら
す
る
」
よ
う
す
を
い
う
。

 ○
「
不
啓
」
は
「
け
い
せ
ず
」
と
読よ

む
。「
啓け
い

」
は
「
ひ
ら
き
み
ち
び
く
」、「
啓け
い

せ
ず
」

は
「
指し

導ど
う

し
な
い
」
と
い
う
意い

味み

。

 ○
「
不
悱
」
は
「
ひ
せ
ず
」
と
読よ

む
。「
悱ひ

」
は
「
言い

い
た
く
て
も
、
そ
れ
を
口く
ち

で
う

ま
く
言い

い
表あ
ら
わす
こ
と
が
で
き
ず
、
口く
ち

を
も
ぐ
も
ぐ
さ
せ
る
」
よ
う
す
を
い
う
。

 ○
「
不
発
」
は
、「
は
っ
せ
ず
」
と
読よ

む
。「
発は
つ

」
は
「
発ひ
ら

き
み
ち
び
く
」
の
意
味
、

「
発は
っ

せ
ず
」
は
「
教お
し

え
導み
ち
びか
な
い
」
と
い
う
意い

味み

。



五

初
級

９
子し

曰い

わ
く
、 

三さ
ん

人に
ん

行お
こ
なえ
ば
、必か
な
ら

ず
我わ

が
師し

有あ

り
。

子
曰
、
三
人
行
、
必
有
我
師
焉
。

（
述
じ
ゅ
つ

而じ

篇へ
ん

）

文ぶ
ん

章し
ょ
うの
意い

味み

孔こ
う

先せ
ん

生せ
い

が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
三さ
ん

人に
ん

で
い
っ
し
ょ
に
行こ
う

動ど
う

す
れ
ば
、
そ
の
中な
か

に
は
必か
な
らず
自じ

分ぶ
ん

の
先せ
ん

生せ
い

と
す
る
に

ふ
さ
わ
し
い
人ひ
と

が
い
る
も
の
だ
ね
。」

語ご

句く

の
解か
い

説せ
つ

 ○
「
行
」
は
「
お
こ
な
う
」
と
読よ

み
、
こ
こ
で
は
「
な
に
か
を
い
っ
し
ょ
に
や
る
」

と
い
う
意い

味み

。

 ○
「
師
」
は
「
し
」
と
読よ

み
、「
先せ
ん

生せ
い

」
と
い
う
意い

味み

。
こ
こ
で
は
、「
自じ

分ぶ
ん

の
行こ
う

動ど
う

を
良よ

い
方ほ
う

向こ
う

に
導み
ち
びい
て
く
れ
る
人ひ
と

」
と
い
う
意い

味み

。

１
０子し

曰い

わ
く
、 

剛ご
う

毅き

木ぼ
く

訥と
つ

、仁じ
ん

に
近ち
か

し
。

子
曰
、
剛
毅
木
訥
、
近
仁
。

（
子し

路ろ

篇へ
ん

）

文ぶ
ん

章し
ょ
うの
意い

味み

孔こ
う

先せ
ん

生せ
い

が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

「
自じ

分ぶ
ん

の
意い

見け
ん

や
考か
ん
がえ
を
し
っ
か
り
持も

っ
て
い
て
、
む
だ
な
こ
と
を
言い

わ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
人ひ
と

に
は
、
思お
も

い
や
り
の
心こ
こ
ろが
あ
る
も
の
だ
ね
。」

＊
こ
の
言こ
と

葉ば

か
ら
「
し
ん
が
強つ
よ

く
、
口く
ち

数か
ず

が
少す
く

な
い
」
こ
と
を
「
剛ご
う

毅き

木ぼ
く

訥と
つ

」
と
い

い
ま
す
。

語ご

句く

の
解か
い

説せ
つ

 ○
「
剛
毅
」は「
ご
う
き
」と
読よ

み
、「
自じ

分ぶ
ん

の
意い

見け
ん

や
考か
ん
がえ
を
し
っ
か
り
持も

っ
て
い
る
」

よ
う
す
を
い
う
。

 ○
「
木
訥
」
は
「
ぼ
く
と
つ
」
と
読よ

み
、「
口く
ち

数か
ず

が
少
な
い
」
よ
う
す
を
い
う
。
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