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倉
敷
支
部
で
は
、
支
部
結
成
以

来
「
中
国
問
題
文
化
講
演
会
」
に

精
力
的
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。
去
る
３
月
４
日
、
そ
の
１７
回

目
の
講
演
会
を
開
き
ま
し
た
。 

演
題
は
「
中
国
～
ち
ょ
っ
と
興

味
深
い
歴
史
の
お
話
」
、
講
師
は

倉
敷
支
部
の
理
事
犬
飼
繁
氏
（
元

高
校
教
諭
）
で
し
た
。
講
演
会
会

場
の
受
付
に
最
新
号
の
日
中
友

好
新
聞
・
日
本
中
国
友
好
協
会
の

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。
ま
た
本
日
お
渡
し
し
ま
し
た
日

中
友
好
新
聞
の
ご
購
読
・
友
好
協

会
へ
の
入
会
も
ぜ
ひ
お
願
い
い
た
し

倉
敷
支
部
の
中
国
語
講
座 

８
人
の
参
加
で
発
足 

 

倉
敷
支
部
の
中
国
語
講
座
を
発
足

し
ま
し
た
。 

第
１
、
３
水
曜
日 

１８
時
３０
分
よ
り
２０
時 

く
ら
し
き
健
康
福
祉
プ
ラ
ザ 

３
月
１
日
（
水
）
、 

３
月
15
日
（
水
）
、 

４
月
５
日
（
水
）
、 

４
月
19
日
（
水
） 

月
２
回 

月
会
費1

,5
0
0

円 
 

講
師 

廣
本
レ
イ
先
生 

  

楽
し
い
講
座
に
な
り
そ
う
な
の
で

周
り
の
方
に
勧
め
て
く
だ
さ
い
。 

   

岡
山
支
部
の
中
国
語
講
座 

第
３１
期
（
２
０
１
７
年
４
月
～
２
０
１

７
年
９
月
） 

受
講
生 

募
集
！ 

 

入
門
ク
ラ
ス
・
初
級
ク
ラ
ス 

月
曜
日 

午
後
１
時
半
～
３
時
半 

岡
西
公
民
館 

 

初
級
ク
ラ
ス 

 

土
曜
日 

午
後
１
時
～
３
時 

岡
輝
公
民
館 

の
会
話
か
ら
で
す
。
「
僕
が
子
ど
も

の
頃
、
や
ん
ち
ゃ
を
言
っ
て
泣
い
た

時
、
お
ば
あ
さ
ん
が
い
つ
も
『
日
本

軍
来
る
よ
』
と
僕
を
脅
し
て
い
ま

し
た
。
日
本
軍
は
『
泣
く
子
も
黙

る
』
ほ
ど
恐
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
す

よ
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の

恐
ろ
し
い
日
本
人
の
子
ど
も
を
引

き
取
っ
て
命
が
け
で
育
て
て
く
れ

た
中
国
の
養
父
母
を
は
じ
め
と
す

る
人
々
。
そ
の
お
お
ら
か
な
人
間

味
あ
ふ
れ
る
中
国
の
人
々
は
、

「
悪
い
の
は
日
本
帝
国
主
義
、
皆

さ
ん
で
は
な
い
」
と
、
あ
の
戦
争
の

被
害
者
、
加
害
者
を
き
ち
ん
と
区

別
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
を

聞
い
て
心
の
底
か
ら
中
国
が
好
き

に
な
り
ま
し
た
。 

私
は
帰
国
後
、
迷
わ
ず
日
本
中

国
友
好
協
会
に
入
り
、
以
来
日

中
友
好
の
前
進
の
た
め
頑
張
っ
て

い
ま
す
が
、
意
識
的
に
流
さ
れ
る

「
中
国
脅
威
論
」
を
打
破
し
な
け

れ
ば
、
友
好
運
動
も
進
み
ま
せ

ん
。
今
日
の
よ
う
に
大
勢
の
方

が
、
日
本
中
国
友
好
協
会
の
諸
行

事
に
参
加
し
て
正
し
く
中
国
を
認

識
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
が
友
好
を

一
層
前
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
な
行

事
の
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
」
と
訴
え
ま
し
た
。
な
お
こ

の
講
演
会
で
は
新
し
い
会
員
さ
ん

が
増
え
ま
し
た
。 

 

し
お
り
や
加
入
申
込
書
を
置
く

な
ど
、
日
本
中
国
友
好
協
会
の
こ

と
を
よ
り
理
解
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
気
を
配
り
ま
し
た
。 

犬
飼
氏
の
講
演
は
、
ク
イ
ズ
形

式
で
参
加
者
が
楽
し
み
な
が
ら
、

中
国
の
歴
史
の
勉
強
が
で
き
る
も

の
で
、
「
と
て
も
よ
く
わ
か
っ
た
」

「
も
っ
と
中
国
の
歴
史
を
知
り
た

い
」
「
正
し
い
歴
史
認
識
が
今
こ
そ

必
要
」
と
い
う
感
想
が
多
く
聞
か

第
１７
回 

 

中
国
問
題
文
化
講
演
会
に
５２
人 

 

れ
ま
し
た
。 

閉
会
の
あ
い
さ
つ
の

中
で
、
当
支
部
副
理
事

長
の
大
本
芳
子
さ
ん

は
、
「
日
中
関
係
は
今
や

最
悪
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
打
ち
破
り

不
再
戦
・
平
和
友
好
を

前
進
さ
せ
る
た
め
に

は
、
中
国
を
色
目
で
見

る
の
で
は
な
く
正
し
く

見
て
い
く
こ
と
が
、
今
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

私
が
日
中
友
好
運
動

に
参
加
す
る
よ
う
に
な

っ
た
動
機
は
、
倉
敷
市

と
中
国
鎮
江
市
と
の
調

印
式
に
出
席
す
る
た
め

同
市
を
訪
問
し
た
時
の

鎮
江
市
の
職
員
さ
ん
と

岡輝公民館の中国語講座、新老師の自己紹介 

  

 はじめまして、孟令禕です。皆さんのおかげで、今年の春

から、岡輝公民館の中国語講座を担当させていただくこと

になりました。中国河北省の出身であり、現在は岡山大学

に留学しています。2012年に交換留学生として、初めて岡

山に参りました。当時から岡山は緑が多く、静かなところで

あり、とても住みやすくて、研究に集中できるところだと思い

ました。また、お茶を習ったり、うらじゃに参加したり、多くの

親切な方々と出会いました。そして、2013年に日中友好協

会岡山支部のお世話になり、中国語講座を担当させてい

ただきました。それをきっかけに、熱心に中国語を勉強され

る方、中国に大変興味をお持ちの方、両国の友好に貢献

してくださる方々と出会い、感動しました。今後は、自らのさ

さやかな力で、両国の友好に貢献できれば幸いだと思いま

す。これからもよろしくお願い致します。 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

３
月
２３
日
（木
）午
後
１
時
半
か
ら 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

石川 

小林 

曽田 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

光本 

よ
ん
で
い
る
と
き
、
上
記
の
６
言
語

を
ひ
と
し
く
正
文
と
す
る
決
断

は
、
他
の
条
約
を
こ
え
て
大
き
な

意
義
を
有
す
る
も
の
と
思
い
ま

す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

竹
内
和
夫 

 

こ
の
文
章
は
竹
内
先
生
が
、
２

月
２７
日
に
厚
生
労
働
省
雇
用
均

等
・
児
童
家
庭
局
保
育
課
企
画

調
整
係
に
意
見
と
し
て
郵
送
・
提

出
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

 

し
て
お
り
ま
す
。 

可
能
な
か
ぎ
り
、
そ
の
間
の
議

論
の
様
子
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
、

省
の
職
員
の
み
な
さ
ん
と
、
保
育

所
に
つ
な
が
っ
て
い
る
父
母
の
意
見

も
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

最
後
の
５４

条
は
、
「
ア
ラ
ビ
ア

語
、
中
国
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

ロ
シ
ア
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
を
ひ
と

し
く
正
文
と
す
る
こ
の
条
約
の
原

本
は
、
国
際
連
合
事
務
総
長
に
寄

託
す
る
。
」
と
あ
り
ま
す
。 

い
ま
世
界
中
が
激
し
く
ゆ
れ
う
ご

き
、
子
ど
も
た
ち
に
も
被
害
が
お

を
手
伝
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
で

き
る
こ
と
は
ぜ
ー
ん
ぶ
し
な
き
ゃ

い
け
な
い
。
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

第
４３
条
に
、
「
子
ど
も
の
た
め

の
大
人
の
集
ま
り
、
委
員
会
を
つ

く
る
。
世
界
中
か
ら
１０
人
の
大
人

は
な
ん
で
集
ま
る
の
？
ぼ
く
ら
も

地
球
の
人
間
だ
も
ん
。
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。 

今
回
、
厚
生
労
働
省
が
意
見

公
募
さ
れ
た
こ
と
を
わ
た
く
し
は

感
謝
し
、
子
ど
も
の
発
達
に
あ
わ

せ
て
結
果
が
わ
か
る
よ
う
に
議
論

を
重
ね
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
期
待

こ
の
す
ば
ら
し
い
要
求
に
、
大

人
た
ち
は
国
は
、
答
え
て
や
ら
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
、
こ

の
美
し
い
要
求
を
正
し
く
、
み
ん

な
で
受
け
と
め
た
い
と
思
い
ま

す
。
保
育
園
に
国
歌
、
国
旗
は
な

じ
み
ま
せ
ん
。 

第
３２
条
に
、
「
大
人
の
た
め
に

働
く
な
ん
て
。
ぼ
く
ら
が
、
あ
ぶ

な
い
仕
事
、
勉
強
の
じ
ゃ
ま
に
な

る
仕
事
、
心
や
健
康
に
わ
る
い
仕

事
、
“
い
い
”
、
“
わ
る
い
”
が
わ
か
ら

な
く
な
る
よ
う
な
仕
事
な
ん
か

を
、
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
護

っ
て
ほ
し
い
ん
だ
。
」
と
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
切
実
な
要
求
で
す
。
小
さ

い
こ
ろ
か
ら
親
の
た
め
に
働
か
さ

れ
て
い
る
少
年
少
女
が
、
あ
と
を

た
ち
ま
せ
ん
。
国
は
実
態
を
つ
か

ん
で
助
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。
国
旗
、
国
歌
よ
り
ず
っ
と

前
に
す
べ
き
こ
と
が
、
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。 

第
３６
条
に
、
「
金
も
う
け
に
子

ど
も
を
使
う
な
、
つ
ま
り
、
ぼ
く

ら
の
幸
せ
の
じ
ゃ
ま
に
な
る
よ
う

な
、
子
ど
も
を
使
っ
た
お
金
も
う

け
か
ら
、
国
は
ぼ
く
ら
を
護
ら
な

き
ゃ
い
け
な
い
。
ど
ん
な
形
で
も
、

ど
ん
な
や
り
方
で
も
。
」
と
訴
え
て

い
ま
す
。 

第
３８
条
に
、
「
戦
争
な
ん
て
、

お
き
て
ほ
し
く
な
い
ん
だ
け
ど
。
も

し
戦
争
が
お
き
た
ら
、
国
際
人
道

法
に
合
わ
せ
て
、
ぼ
く
ら
子
ど
も

を
必
ず
護
っ
て
ほ
し
い
。
国
は
、
１５

歳
に
な
ら
な
い
子
ど
も
が
、
戦
争

（前
号
か
ら
の
つ
づ
き
） 

 

子
ど
も
の
権
利
条
約
第
２９
条

に
、
ぼ
く
ら
が
学
ぶ
と
き
、
国
は

次
に
こ
と
を
守
っ
て
ほ
し
い
。
（
ａ
）

ぼ
く
ら
の
人
格
、
才
能
、
心
や
体

の
能
力
を
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し

て
、
の
ば
す
よ
う
に
す
る
。
（
ｂ
）
ぼ

く
ら
子
ど
も
の
、
す
べ
て
の
“
や
っ

て
い
い
こ
と
”
や
“
や
り
た
い
こ
と
が

や
れ
る
こ
と
”
を
大
事
に
し
よ
う
、

と
自
分
か
ら
思
う
よ
う
に
な
る
よ

う
、
学
べ
る
。
（
ｃ
）
「
お
母
さ
ん
お

父
さ
ん
は
大
切
だ
」
、
「
自
分
が
自

分
で
あ
る
こ
と
は
大
切
だ
」
、
「
言

葉
は
大
切
だ
」
「
あ
る
こ
と
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
は
大
切
だ
。
」
と

あ
り
ま
す
。 

子
ど
も
の
願
い
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
人
間
と
し
て
、

や
っ
て
い
い
こ
と
や
、
や
り
た
い
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
学
び
た
い
こ
と

が
、
学
べ
る
よ
う
に
、
国
は
守
っ
て

ほ
し
い
と
、
う
っ
た
え
て
い
ま
す
。

幼
児
の
ね
が
い
は
、
お
し
つ
け
る
こ

と
で
は
な
い
、
国
旗
や
国
歌
を
知

ら
な
い
う
ち
に
、
上
か
ら
与
え
る

こ
と
で
は
な
い
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。 

第

３１
条
に
、
「
遊
び
、
遊
ぶ
、

遊
べ
、
遊
ん
じ
ゃ
え
！
…
み
ん
な
で

い
ろ
ん
な
楽
し
い
こ
と
を
し
た
り
、

本
を
読
ん
だ
り
、
絵
を
か
い
た

り
、
な
に
か
つ
く
っ
た
り
、
ス
ポ
ー

ツ
を
し
た
り
、
好
き
な
よ
う
に
し

て
い
い
ん
だ
・
・
・
国
は
そ
れ
を
大
事

に
し
て
、
応
援
し
て
ほ
し
い
。
」
と
い

っ
て
い
ま
す
。 

保
育
所
に
「
国
旗
」
「
国
歌
」
、
反
対 

第３回 「孟子」を読む 
公孫丑篇（上） 

弓田 盛樹 
公孫丑（こうそんちゅう）とは孟子の弟子の一人で、公孫丑篇は孟子と弟子の公

孫丑の問答集となっています。主には、人の心の在り様を分析した内容です。 

 公孫丑は問います、「先生が斉の宰相になられたら覇者王者になること間違いあ

りません。しかし、重責故に、動揺したり押しつぶされたりしないのですか」と。孟子

は、「私は４０歳になって、不動の境地に至った（＝動揺することはない。）」と答え、

「浩然の気を養うことがその方法だ」と述べます。 

 「浩然の気」とは、天地にみなぎっている、万物の生命力や活力の源を意味しま

す。浩然の気を身に付けることで、物事にとらわれない、おおらかな心持ちでいる

ことができると孟子は説きます。孟子の考える浩然の気は４つの側面（四端）から成

り立ちます。 

①惻隠の心（かわいそうだと思うこと） 

②羞悪の心（悪を恥じること） 

③辞譲の心（謙遜であること） 

④是非の心（何が正しいかを判断すること） 

孟子は、「惻隠の心は、仁の始まり。羞悪の心は、義の始まり。辞譲の心は、礼

の始まり。是非の心は、智の始まり」と述べています。孟子最大の特徴は、四端は

全ての人に生まれながら備わっているものとしている点で、性善説の基盤となる考

え方です。 

生まれながらに備わっているということは、自ら率先して行おうと思えばできると

いうことです。それでも、自身の考えだけに基づいて物事を行っていれば独善的な

行為になってしまう。自身の判断のみに頼るのは危険なことです。そのため、孟子

は古代の王の行いや孔子の言説に学ぶことの大切さを強調しています。 

貧困解消のために活動をするときに批判されるのが、「かわいそうだから」という

動機です。貧困者は自分の責任で貧困に陥ったのではないから、かわいそうという

のは自己満足ではないかというわけです。しかし、かわいそうと思うだけでは「惻隠

の心」になりません。四端は四角形のように全てつながっているからです。かわい

そうと思う背景には、悪を憎む気持ちがあり、貧困を生みだす社会悪を許せない気

持ち、適正な支援をすることがあります。 

「浩然の気」とは自身の利己心、私欲を超えた行為によって生まれます。そして、

そうした有徳行為の正しさは揺るぐことがないため不動心に達することができます。 

つづく 


