
誠
之
館
同
窓
会
Ｈ
Ｐ
漢
字
文
化
漢
学
講
座
論
語
第
十
回 

発
達
段
階
に
よ
り
徳
を 

「
子し

夏か

曰い
わ

く
、
大
徳

だ
い
と
く

は
閑の

り

を
踰こ

え
ず
ん
ば
、
小

徳

し
ょ
う
と
く

は
出

入

し
ゅ
つ
に
ゅ
う

す
と
も
可か

な
り
」 

 
 
 

[

子し

張
ち
ょ
う] 

 

【
子
夏
曰
、
大
徳
不
レ
踰
レ
閑
。
小
徳
出
入
可
也
。】 

<

（
孔
子
の
弟
子
の
子
夏
が
言
う
、「
仁
、
義
な
ど
の
大
き
な
徳
即

ち
人
に
と
っ
て
大
切
な
根
本
の
も
の
さ
え
踏
み
外
さ
な
か
っ
た
ら
、

身
の
周
り
の
掃
除
や
人
と
の
応
対
な
ど
小
さ
な
徳
は
、
多
少
で
き

な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
」
と
。（「
大
行
は
細

謹
を
顧
み
ず
」
の
意
味
に
と
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
小
徳
に
こ
だ

わ
っ
て
大
徳
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。> 

更
に 

「
子
游

し
ゆ
う

曰い
わ

く
、
子し

夏か

の
門
人

も
ん
じ
ん

小
子

し
ょ
う
し

、
洒
掃

さ
い
そ
う

・
応
対

お
う
た
い

・

進
退

し
ん
た
い

に
当あ

た
り
て
は
則

す
な
わ

ち
可か

な
り
。
抑
々

そ
も
そ
も

末す
え

な

り
。
之こ

れ

に
本も

と

づ
く
れ
ば
則

す
な
わ

ち
無な

し
。
之こ

れ

を
如
何

い
か
ん

。

子
夏
之

し

か

こ

れ

を
聞き

き
て
曰い

わ

く
、
噫
言
游
過

あ
あ
げ
ん
ゆ
う
あ
や
ま

て
り
。
孰い

ず

れ

を
か
先さ

き

に
伝つ

た

え
孰い

ず

れ
を
か
後の

ち

に
倦う

ま
ん
」 

 
 

[

子し

張
ち
ょ
う] 

 
 

【
子
游
曰
、
子
夏
之
門
人
小
子
、
當
二

灑

掃
應
對
進
退
一

、
則
可
也
。
抑
末
也
。
本
レ

之
則
無
。
如
レ

之
何
。

噫
言
游
過
矣
。
君
子
之
道
、
孰
先
傳
焉
、
孰
後
倦
焉
。】 

〈
孔
子
の
弟
子
子
游
が
、
同
じ
く
孔
子
の
弟
子
子
夏
の
門
人
の
年

少
者
た
ち
を
批
評
し
て
い
う
、「
彼
ら
は
、
掃
除
や
挨
拶
、
立
ち
居

振
る
舞
い
な
ど
は
よ
く
で
き
て
い
る
。で
も
そ
れ
は
末
の
こ
と
で
、

倫
理
の
根
本
に
つ
い
て
は
全
く
で
き
て
い
な
い
、
と
。
こ
れ
を
聞

い
て
子
夏
が
い
う
、「
あ
あ
、
言
游
（
子
游
）
は
間
違
っ
て
い
る
。

何
を
先
に
教
え
、
何
を
後
で
教
え
る
か
、
そ
れ
は
実
態
に
よ
る
も

の
だ
」
と
。（
つ
ま
り
成
長
に
応
じ
て
教
え
る
も
の
。
小
さ
な
子
に

抽
象
的
な
こ
と
を
教
え
て
も
身
に
付
か
な
い
、
具
体
的
な
生
活
の

仕
方
を
教
え
る
と
身
に
付
き
や
す
い
。）〉 

こ
の
シ
リ
ー
ズ
第
三
回
で
記
し
た
よ
う
に
、
人
間
に
は
発
達
段

階
が
あ
り
、
そ
の
時
そ
の
時
に
最
適
の
も
の
を
身
に
付
け
る
と
身

に
付
き
や
す
い
し
最
終
的
に
自
立
し
た
主
体
的
な
人
と
成
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。 

そ
こ
で
、
発
達
段
階
に
則
し
て
考
え
る
と
、
ま
ず
最
初
は
、
第

一
回
で
述
べ
た
よ
う
に
愛
着
形
成
が
大
人
の
接
し
方
で
身
に
つ
き

ま
す
。
こ
れ
は
、
元
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
や
東
京
大
学
、
川

崎
医
療
福
祉
大
学
な
ど
で
教
鞭
を
執
ら
れ
た
児
童
精
神
科
医
佐
々

木
正
美
先
生
が
啓
発
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
、
二
〇
〇
五
年
文
科
省

も
報
告
し
た
こ
と
で
す
。
で
き
れ
ば
三
歳
ま
で
に
周
り
の
大
人
に

に
よ
っ
て
身
に
付
け
た
い
人
と
成
る
ベ
ー
ス
の
よ
う
な
も
の
で
、

こ
れ
が
あ
る
と
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
定
着
し
や
す
い
と
考
え
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
で
も
身
に
付
く
と
経
験
則
で
身
を
以
て
知
っ

た
こ
と
を
念
の
た
め
申
し
添
え
て
お
き
ま
す
。 

そ
し
て
、
後
、
自
ら
成
長
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
尊
重
し
な
が

ら
、
衣
食
睡
眠
の
自
立
や
、
言
葉
か
け
に
よ
り
言
葉
の
表
現
等
々

を
身
に
付
け
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
基
本
的
生
活
習

慣
、
生
活
リ
ズ
ム
等
の
身
の
回
り
か
ら
の
自
立
の
こ
と
で
す
。
子

夏
の
い
う
小
徳
と
言
え
る
も
の
で
す
。 

そ
の
後
、
こ
れ
ら
を
経
て
、
更
に
人
間
関
係
や
社
会
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
様
々
な
経
験
を
し
悩
ん
だ
り
し
な
が
ら
も
よ
り
善
き

自
立
心
を
身
に
付
け
て
い
き
ま
す
。
人
の
温
も
り
の
有
り
難
さ
や

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
ん
だ
と
厳
し
さ
も
身
に
沁

み
こ
ま
せ
て
、
孤
独
感
を
も
乗
り
越
え
精
神
的
に
自
立
し
て
い
く

と
考
え
ま
す
。
こ
れ
が
、
子
夏
の
い
う
大
徳
で
、
い
わ
ゆ
る
仁
義

礼
智
信
勇
の
徳
だ
と
考
え
ま
す
。
こ
の
上
に
更
に
金
銭
的
に
自
立

し
て
、
真
の
「
人
と
成
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、

そ
う
い
う
人
が
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
れ
ば
、
色
々
な
人
の
思
い

も
解
り
信
も
得
て
組
織
の
人
々
を
生
き
生
き
活
溌
溌
地
と
さ
せ
組

織
は
発
展
し
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

渋
沢
栄
一
は
、
こ
の
章
句
は
、
人
を
観
る
時
の
留
意
点
と
し
て

学
ぶ
と
い
い
、
と
説
い
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
人
を
み
る
に
仁
、

義
は
じ
め
人
と
し
て
の
根
本
は
外
せ
な
い
が
、
小
徳
は
出
入
し
て

も
可
な
り
、
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
論
語
は 

「
備そ

な

わ
ら
ん
こ
と
を
一
人

い
ち
に
ん

に
求も

と

む
る
無な

か
れ
」 

[
微
子

び

し] 
 
 
 
 
 

【
無
レ

求
二

備
於
一
人
一

。】 

<

一
人
の
人
に
完
全
無
欠
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、そ
の
長
所
を

活
か
す
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。> 

と
説
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
世
に
、
完
全
無
欠
な
人
は
な
か
な

か
い
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
誰
で
も
、
生
ま
れ
た
時
、

親
を
は
じ
め
ま
わ
り
の
大
人
た
ち
に
祝
福
さ
れ
て
生
ま
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
多
少
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ

て
も
、
自
分
を
大
切
に
、
そ
し
て
人
、
社
会
も
大
切
に
す
る
こ
と

が
本
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
で
や
る
べ
き
こ
と
に
務
め
、

反
省
し
、
修
正
改
善
を
繰
り
返
し
な
が
ら
自
分
の
強
み
を
見
い
だ

し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
人
、
社
会
の
役
に
立
っ
て

自
己
実
現
に
近
づ
け
れ
ば
う
れ
し
い
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
更
に

は
自
分
が
人
と
成
り
大
人
に
な
っ
た
ら
、
そ
う
い
う
人
を
育
て
て

い
き
た
い
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。 

そ
こ
で
、
更
に
論
語
は 

「
君
子

く
ん
し

は
人ひ

と

の
美び

を
成な

し
、
人ひ

と

の
悪あ

く

を
成な

さ
ず
。

小

人

し
ょ
う
じ
ん

は
是こ

れ

に
反は

ん

す
」 

[

顔が
ん

淵え
ん] 

 

【
君
子
成
二

人
之
美
一

、
不
レ

成
二

人
之
悪
一

。
小
人
反
レ

是
】 

〈
君
子
は
他
人
の
善
事
や
成
功
を
喜
ん
で
、
そ
れ
が
成
就
す
る
よ

う
に
願
い
、
他
人
の
失
敗
な
ど
に
つ
い
て
は
そ
う
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
。
小
人
は
反
対
で
人
の
い
い
処
を
妬
ん
だ
り
妨
げ
た
り
し

邪
魔
を
す
る
。〉 

と
説
い
て
い
ま
す
。
お
互
い
伸
び
合
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
成

長
し
つ
づ
け
る
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
誠
之
館
開
校
に
あ
た
り
、

正
弘
公
自
筆
の
御
喩
書
に
は
、「
大
節
に
臨
ん
で
は
取
り
違
う
こ
と

な
い
よ
う
、
聖
賢
の
教
に
本
づ
き
勉
励
す
る
こ
と
」
と
示
し
て
い

ま
す
。
一
人
だ
け
で
は
難
し
く
て
も
、
お
互
い
仲
間
が
刺
激
し
合

い
な
が
ら
力
を
協
せ
成
長
し
合
う
こ
と
で
本
旨
に
適
う
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
皆
様
の
お
導
き
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 


