
— 13 —

　

謙け
ん

虚き
ょ

に
反は

ん

省せ
い

し
て
、

　
　

真し
ん

の
道み

ち

を
学ま

な

び
ま
し
ょ
う

副
山
首  

鈴
木
正
修

朝
の
こ
な
い
夜
は
な
い

　

最さ
い

近き
ん

、
わ
が
国く
に

最さ
い

初し
ょ

の
校こ
う

歌か

と
い
う
も
の
を
知し

り
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
お
茶ち

ゃ

の
水み
ず

女じ
ょ

子し

大だ
い

学が
く

の
校こ
う

歌か

『
み
が
か
ず
ば
』
で
す
。

　

明め
い

治じ

八
年ね
ん

、
お
茶ち
ゃ

の
水み
ず

女じ
ょ

子し

大だ
い

学が
く

の
前ぜ
ん

身し
ん

で
あ
る
東と
う

京き
ょ
う

女じ
ょ

子し

師し

範は
ん

学が
っ

校こ
う

の
開か
い

校こ
う

に
あ

た
り
、
当と

う

時じ

の
皇こ
う

后ご
う

陛へ
い

下か

か
ら
下か

賜し

さ
れ
た
御ぎ
ょ

製せ
い

歌か

に
譜ふ

を
つ
け
た
も
の
が
校こ
う

歌か

と
な

っ
て
い
ま
す
。
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「
み
が
か
ず
ば　

玉た
ま

も
か
が
み
も
な
に
か
せ
む　

学ま
な

び
の
道み
ち

も
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ
」

　

和わ

歌か

で
す
か
ら
歌か

詞し

は
短み
じ
か

い
の
で
す
が
、
極き
わ

め
て
典て
ん

雅が

で
荘そ
う

重ち
ょ
う

な
趣
お
も
む
きを

持も

っ
た
校こ
う

歌か

で
す
。

　

興き
ょ
う

味み

の
あ
る
方か
た

は
、
お
茶ち
ゃ

の
水み
ず

女じ
ょ

子し

大だ
い

学が
く

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
さ
れ
る
と

開ひ
ら

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
皇こ

う

后ご
う

陛へ
い

下か

の
御ぎ
ょ

製せ
い

歌か

と
ほ
ぼ
同お
な

じ
意い

味み

の
言こ
と

葉ば

が
、
儒じ
ゅ

教き
ょ
う

の
経き
ょ
う

典て
ん

の
一

つ
『
礼ら

い

記き

』
に
あ
り
ま
す
。

「
玉た

ま

琢み
が

か
ざ
れ
ば
器う
つ
わ

を
成な

さ
ず
。
人ひ
と

学ま
な

ば
ざ
れ
ば
道み
ち

を
知し

ら
ず
」

　

儒じ
ゅ

教き
ょ
う

は
修し
ゅ
う

身し
ん

、
修し
ゅ
う

養よ
う

を
説と

く
学が
く

問も
ん

で
す
が
、
宋そ
う

の
時じ

代だ
い

に
興お
こ

っ
た
儒じ
ゅ

教き
ょ
う

の
一
派ぱ

、
朱し
ゅ

子し

学が
く

は
古こ

典て
ん

や
歴れ
き

史し

の
学が
く

習し
ゅ
う

に
重お
も

き
を
置お

き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対た
い

し
て
、
朱し
ゅ

子し

学が
く

を
批ひ

判は
ん

し
て
興お
こ

っ
た
明み
ん

代だ
い

の
陽よ
う

明め
い

学が
く

は
、
古こ

典て
ん

学が
く

習し
ゅ
う

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
増ま

し
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て
実じ
っ

践せ
ん

を
重お
も

ん
じ
ま
し
た
。
陽よ
う

明め
い

学が
く

の
有ゆ
う

名め
い

な
言こ
と

葉ば

に
『
事じ

上じ
ょ
う

磨ま

練れ
ん

』
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
。

「
人ひ

と

は
す
べ
か
ら
く
事じ

上じ
ょ
う

に
在あ

っ
て
磨ま

練れ
ん

し
、
功こ
う

夫ふ

を
做な

す
べ
し
」

「
事じ

上じ
ょ
う

」
と
は
、
実じ
っ

際さ
い

の
事こ
と

柄が
ら

に
即そ
く

し
て
、
と
い
う
こ
と
で
、
「
功こ
う

夫ふ

を
做な

す
」
と
は
、

修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

す
る
と
か
、
修し
ゅ
う

養よ
う

す
る
と
い
っ
た
意い

味み

で
す
。

　

つ
ま
り
、
日に

ち

常じ
ょ
う

の
あ
ら
ゆ
る
場ば

面め
ん

の
中な
か

で
自じ

分ぶ
ん

を
磨み
が

け
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

王お
う

陽よ
う

明め
い

は
人ひ
と

と
の
応お
う

対た
い

・
応お
う

接せ
つ

、
仕し

事ご
と

の
交こ
う

渉し
ょ
う

、
友ゆ
う

人じ
ん

と
の
会か
い

話わ

、
家か

族ぞ
く

と
の
会か
い

話わ

、

み
な
事じ

上じ
ょ
う

で
あ
り
、
自じ

分ぶ
ん

を
磨み
が

く
場ば

で
あ
る
と
言い

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中な
か

で
「
人ひ
と

に

対た
い

し
て
は
常つ
ね

に
謙け
ん

虚き
ょ

で
寛か
ん

大だ
い

で
あ
る
べ
き
だ
」
と
強き
ょ
う

調ち
ょ
う

し
て
い
ま
す
。

「
謙け

ん

は
、
あ
ら
ゆ
る
善ぜ
ん

行こ
う

の
大お
お

本も
と

で
あ
り
、
傲ご
う

は
あ
ら
ゆ
る
悪あ
く

行ぎ
ょ
う

の
魁
さ
き
が
けな
の
で
あ
る
」

陽よ
う

明め
い

の
言こ
と

葉ば

で
す
。



　

ま
た
次つ
ぎ

の
よ
う
に
も
言い

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
謙け
ん

虚き
ょ

に
通つ
う

ず
る
こ
と
で
す
。

「
学ま

な

ぶ
と
は
自じ

己こ

反は
ん

省せ
い

す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
や
た
ら
と
人ひ
と

を
批ひ

判は
ん

し
た
り
、
人ひ
と

の
欠け
っ

点て
ん

ば
か
り
が
目め

に
つ
く
と
自じ

分ぶ
ん

の
欠け
っ

点て
ん

が
見み

え
に
く
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
反は
ん

対た
い

に
、
よ
く
自じ

己こ

反は
ん

省せ
い

し
て
い
る
と
、
自じ

分ぶ
ん

に
多お
お

く
の
欠け
っ

点て
ん

が
あ
る
こ
と
に
気き

づ
く
よ
う

に
な
り
、
人ひ

と

の
欠け
っ

点て
ん

を
責せ

め
立た

て
て
い
る
ひ
ま
な
ど
な
く
な
る
も
の
だ
。
そ
う
し
て
人じ
ん

格か
く

が
陶と
う

冶や

さ
れ
て
い
く
時と
き

、
周ま
わ

り
は
そ
の
人ひ
と

に
自し

然ぜ
ん

に
感か
ん

化か

さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
」

　

学ま
な

ぶ
と
は
自じ

己こ

を
知し

る
、
謙け
ん

虚き
ょ

に
反は
ん

省せ
い

し
て
自じ

分ぶ
ん

の
内う
ち

側が
わ

を
真し
ん

摯し

に
見み

つ
め
る
こ
と

か
ら
始は

じ

め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
で
す
。

朝
の
こ
な
い
夜
は
な
い
（
2
1
0
）
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