
誠
之
館
同
窓
会
Ｈ
Ｐ
漢
字
文
化
漢
学
講
座
論
語
第
十
二
回 

組
織
も
社
会
も
人
で
変
わ
る 

「
人ひ

と

能よ

く
道み

ち

を
弘ひ

ろ

む
。
道み

ち

、
人ひ

と

を
弘ひ

ろ

む
る
に
非あ

ら

ざ

る
な
り
。」 

[

衛え
い

霊れ
い

公こ
う]

【
人
能
弘
レ

道
。
非
二

道
弘
一
レ

人
也
。】 

〈
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
日
々
考
え
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

組
織
も
社
会
も
よ
く
な
る
も
の
。
規
則
や
言
葉
だ
け
で
人
を
よ
く

し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
〉
と
い
う
意
味
で
す
。 

つ
ま
り
、
人
が
い
か
に
大
事
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 

第
三
十
五
代
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ケ
ネ
デ
ィ
が
就
任
し
日
本
人

記
者
団
と
会
見
し
た
時
、「
最
も
尊
敬
す
る
日
本
人
は
誰
で
す
か
」

と
質
問
さ
れ
る
と
、す
ぐ
に「
そ
れ
は
ウ
エ
ス
ギ
ヨ
ウ
ザ
ン
で
す
」

と
答
え
た
そ
う
で
す
。
で
も
日
本
人
記
者
は
誰
も
鷹
山
を
知
ら
ず

「
誰
？
」
と
聞
き
あ
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
上
杉
鷹
山
は
、
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
日
向
国
高
鍋
藩

秋
月
家
の
二
男
と
し
て
江
戸
で
生
ま
れ
、
十
歳
の
時
、
山
形
米
沢

藩
主
上
杉
家
の
世
子
と
な
り
ま
し
た
。
が
、
藩
は
領
土
の
幕
府
返

上
を
考
え
徳
川
家
へ
相
談
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
諌
め
ら
れ
取

り
下
げ
る
ほ
ど
の
財
政
難
極
ま
り
な
い
状
態
で
し
た
。 

そ
ん
な
状
態
の
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
十
七
歳
で
上
杉
重
定

隠
居
の
後
第
九
代
米
沢
藩
主
と
な
り
ま
し
た
。 

藩
主
と
し
て
初
め
て
米
沢
へ
入
部
す
る
と
き
付
き
従
う
家
臣

は
飢
え
と
寒
さ
に
泣
き
、
領
国
の
田
畑
は
荒
れ
果
て
小
雪
も
ち
ら

つ
く
中
を
十
月
二
十
六
日
の
夜
、
板
谷
の
村
に
着
き
ま
し
た
（
ち

な
み
に
十
数
年
前
私
が
訪
れ
た
三
月
は
積
雪
一
メ
ー
ト
ル
以
上
あ

り
ま
し
た
）。こ
の
村
は
貧
し
さ
を
極
め
寝
具
も
用
意
で
き
ず
、「
宿

は
出
来
難
い
」
と
申
し
出
る
と
、
鷹
山
は
、
焚
火
を
し
て
一
夜
を

過
ご
そ
う
と
答
え
た
そ
う
で
す
。 

翌
日
、
城
に
向
か
う
途
中
で
、「
ま
さ
に
消
え
よ
う
と
し
て
い

る
煙
草
盆
の
埋
火
は
、
米
沢
の
現
状
と
同
じ
だ
。
そ
れ
を
吹
き
起

こ
し
て
元
の
よ
う
に
し
よ
う
と
絶
え
間
な
い
努
力
の
結
果
そ
の
効

あ
ら
わ
れ
、
今
火
勢
は
盛
ん
に
な
っ
た
。
国
も
ま
た
同
じ
。
苦
労

を
い
と
わ
ず
努
力
を
続
け
れ
ば
必
ず
栄
え
る
こ
と
疑
い
な
し
」、と

家
臣
を
励
ま
す
と
、
一
同
感
激
し
涙
を
流
し
た
そ
う
で
す
。
そ
し

て
城
に
入
り
、
人
材
を
登
用
し
、
行
政
改
革
を
続
け
、
様
々
な
困

難
を
乗
り
越
え
そ
れ
を
成
し
豊
か
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

江
戸
で
こ
の
鷹
山
を
指
導
し
た
の
は
、
儒
学
者
細
井
平
洲
で
す
。

鷹
山
の
要
請
に
よ
り
江
戸
よ
り
米
沢
を
何
度
も
訪
問
し
、藩
校「
興

譲
館
」
を
開
設
し
学
制
を
制
定
す
る
な
ど
、
米
沢
藩
の
人
づ
く
り

に
貢
献
し
ま
し
た
。
今
も
山
形
県
立
米
沢
興
譲
館
高
校
と
し
て
存

続
し
人
材
育
成
に
成
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。 

私
が
、
十
数
年
前
の
卒
業
式
直
前
の
休
日
、
作
っ
た
式
辞
が
納

得
い
か
ず
、
現
地
を
訪
れ
腹
の
底
か
ら
の
こ
と
ば
を
卒
業
生
に
贈

ろ
う
と
訪
れ
た
の
が
、
鷹
山
が
恩
師
平
洲
を
出
迎
え
た
普
門
院
で

し
た
。
雪
深
い
お
寺
は
、
当
時
の
ま
ま
の
た
た
ず
ま
い
で
、
迎
え

た
部
屋
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
少
し
往
時
を

偲
び
、帰
り
の
新
幹
線
の
中
で
書
き
直
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
違
う
年
に
平
洲
が
生
ま
れ
た
愛
知
県
東
海
市
の
平
洲
記

念
館
を
訪
ね
た
時
、
陳
列
し
て
あ
る
資
料
の
中
に
心
温
ま
る
も
の

を
見
つ
け
感
動
し
た
そ
の
情
景
を
今
も
覚
え
て
い
ま
す
。 

「
秋
の
稲
の
刈
り
入
れ
時
、
夕
立
ち
が
来
そ
う
で
農
家
の
老
婆

が
困
っ
て
い
た
ら
、
二
人
の
侍
が
通
り
親
切
に
手
伝
っ
た
。
老
婆

は
お
礼
に
刈
り
上
げ
餅
を
あ
げ
た
い
の
で
ど
こ
へ
届
け
た
ら
よ
い

か
と
聞
い
た
ら
、
城
内
の
北
門
を
入
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
言
っ
て
帰

っ
た
。
そ
こ
で
、
餅
三
十
三
個
を
届
け
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
お
侍

ど
こ
ろ
か
お
殿
様
で
あ
っ
た
の
で
腰
が
抜
け
る
く
ら
い
驚
い
た
。

ほ
う
び
に
銀
五
枚
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
そ
れ
で
足
袋
を
家
中
の

者
と
孫
た
ち
に
買
い
分
け
た
」、
と
軸
に
記
し
て
あ
っ
た
の
で
す
。 

あ
る
高
名
な
鷹
山
を
研
究
し
た
作
家
は
、「
鷹
山
の
改
革
は
愛

民
の
思
想
に
基
づ
く
人
づ
く
り
地
域
づ
く
り
に
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。 

こ
ん
な
鷹
山
だ
か
ら
こ
そ
人
々
は
尊
敬
し
信
頼
し
、
考
え
努
力

し
困
難
を
乗
り
越
え
改
革
成
し
豊
か
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

ち
な
み
に
、
阿
部
正
弘
公
が
、
ペ
リ
ー
来
航
時
、
開
国
と
攘
夷

で
意
見
は
違
え
ど
も
海
防
等
で
頼
り
と
し
た
水
戸
徳
川
斉な

り

昭あ
き

公

が
人
づ
く
り
を
目
的
と
し
て
「
こ
れ
ま
で
の
儒
者
は
姑
息
学
問
で

無
学
に
等
し
い
」
と
評
価
し
、
下
士
層
か
ら
も
儒
者
を
抜
擢
し
幅

広
く
学
べ
る
よ
う
多
く
の
書
籍
を
集
め
洋
学
含
め
自
ら
学
び
専
門

性
も
磨
け
る
よ
う
に
し
て
開
設
し
た
藩
校
は
、『
論
語
』
の
こ
の
章

句
か
ら
、「
弘
道
館
」
と
命
名
し
た
の
で
す
。
我
が
阿
部
正
弘
公
は
、

『
中
庸
』
か
ら
、「
誠
之
館
」
と
藩
校
を
命
名
し
、
そ
の
扁
額
の
揮

毫
を
斉
昭
公
に
頼
ま
れ
た
の
で
す
。
今
あ
る
の
が
こ
れ
で
す
。 

実
は
、『
中
庸
』
で
も
『
論
語
』
の
こ
の
章
句
と
同
じ
意
味
の

章
句
が
二
十
章
に
あ
り
ま
す
。 

「
哀
公

あ
い
こ
う

政 せ
い

を
問 と

う
。
子 し

曰 い
わ

く
、
文 ぶ

ん

・
武 ぶ

の
政 せ

い

は
布し

い

て
方
策

ほ
う
さ
く

に
在 あ

り
。
其 そ

の
人 ひ

と

在 あ

れ
ば
、
則

す
な
わ

ち
其 そ

の
政 せ

い

挙 あ

が
り
、
其 そ

の
人 ひ

と

亡 な

け
れ
ば
、
則

す
な
わ

ち
其 そ

の
政 せ

い

息や

む
、

と
。」 

 

〈（
魯
の
国
王
）
哀
公
が
、
孔
子
に
「
い
か
に
す
れ
ば
善
い
政
が
で

き
る
か
」、
と
問
う
た
。
孔
子
い
う
、「
範
と
す
べ
き
（
周
の
国
の
）

文
王
・
武
王
の
方
策
は
、
し
か
と
書
物
に
記
録
し
て
あ
り
ま
す
。

で
も
、
人
物
が
い
れ
ば
そ
ん
な
善
政
は
で
き
る
で
し
ょ
う
が
、
い

な
け
れ
ば
衰
え
滅
び
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
」
と
。〉 

つ
ま
り
、
組
織
経
営
や
政
、
業
は
ノ
ウ
ハ
ウ
よ
り
も
、
ま
ず
そ

れ
に
携
わ
る
人
物
で
変
わ
る
、
人
の
登
用
も
仁
を
本
と
し
た
人
物

次
第
と
答
え
て
い
る
の
で
す
。
要
す
る
に
組
織
づ
く
り
・
マ
チ
づ

く
り
は
人
づ
く
り
だ
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。 

事
蹟
に
よ
れ
ば
、
正
弘
公
は
、
自
己
身
辺
の
費
用
を
節
減
し
て

得
た
金
千
両
を
藩
校
誠
之
館
に
交
付
し
、
書
籍
や
儒
者
を
増
や
し

貧
し
い
人
も
学
べ
る
よ
う
に
し
た
だ
け
で
な
く
、「
加
増
さ
れ
た
一

万
石
を
藩
中
文
武
教
育
の
資
に
投
ず
。
因
っ
て
其
の
規
模
の
比
較

的
大
な
る
こ
と
十
万
石
内
外
の
藩
に
は
稀
に
見
る
所
」
と
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
藩
及
び
国
の
人
々
の
た
め
、
文
武
教
育
並

び
に
人
材
育
成
へ
の
正
弘
公
の
篤
い
誠
の
精
神
が
解
り
ま
す
。 

皆
様
の
お
導
き
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 


