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６
月
３
，
４
日
、
浅
草
の
台
東

区
民
会
館
で
お
こ
な
わ
れ
た
日
中

第
66
回
大
会
に
岡
山
支
部
か
ら

丸
山
理
事
が
代
議
員
と
し
て
、
ま

た
、
倉
敷
支
部
か
ら
は
太
漏
事
務

局
長
が
代
議
員
参
加
を
し
ま
し

た
。
私
は
、
評
議
員
と
し
て
参
加

し
ま
し
た
。 

 

こ
の
大
会
で
は
、
２
日
目
の
大
会

議
案
採
決
の
瞬
間
ま
で
「
仲
間
づ

倉
敷
支
部 

太
漏
澄
夫 

日
中
友
好
、
目
標
は
一
緒 

日
本
中
国
友
好
協
会
第
66
回

全
国
大
会
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

全
国
の
仲
間
が
２
６
０
人
集
ま

り
ま
し
た
。
高
齢
者
の
方
が
多
い

の
で
す
が
、
皆
さ
ん
元
気
に
走
り

ま
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
大
会
で
は
多

く
の
人
が
発
言
し
ま
し
た
。
あ
ま

り
に
も
ひ
ど
い
、
安
倍
首
相
の
独

裁
に
日
中
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る

『
二
度
と
中
国
と
戦
火
を
交
え
な

い
』
を
守
る
た
め
の
各
他
の
取
り
組

み
が
、
報
告
さ
れ
ま
し
た
、 

倉
敷
と
は
規
模
の
違
う
取
り

組
み
が
多
い
の
で
す
が
、
中
国
文

化
に
親
し
む
講
演
会
・
講
座
の
取

り
組
み
は
評
価
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
つ
こ
つ
と
、
し
た
た
か
に
、
ね

ば
り
強
く
、
お
お
ら
か
に
沖
縄
の

戦
い
と
一
緒
で
す
。
「
あ
き
ら
め
無

け
れ
ば
勝
て
る
」
を
、
合
言
葉
に

頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

中
国
の
大
使
館
の
方
も
目
標
は

一
緒
で
す
、
「
中
国
百
科
の
記
述

に
不
本
意
な
と
こ
ろ
は
あ
る
の
で

す
が
一
緒
に
頑
張
っ
て
行
き
た
い
」

と
挨
拶
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

文
化
講
演
会
で
講
師
を
し
て
頂

い
た
、
又
、
予
定
の
大
西
先
生
、
井

手
先
生
、
山
本
先
生
に
も
お
会
い

で
き
ま
し
た
、
皆
さ
ん
お
酒
が
強

ア
ク
シ
ョ
ン
”
を
ネ
ッ
ト
で
見
る
の
が

楽
し
み
だ
と
声
を
掛
け
て
く
れ
ま

し
た
、
２
５
６
回
継
続
は
多
く
の

仲
間
の
励
ま
し
に
も
な
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。 

大
会
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

皆
さ
ん
に
謝
謝
、
謝
謝 

て
訪
れ
、
「
こ
の
会
に
は
知
識
人
が

多
い
か
ら
、
私
は
あ
い
さ
つ
の
原
稿

を
書
い
て
き
ま
し
た
」
と
冗
談
っ
ぽ

い
語
り
口
で
始
め
、
中
日
友
好
は

民
間
友
好
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ

る
。
友
好
交
流
活
動
の
持
続
的
な

発
展
に
尽
く
し
た
い
、
と
熱
を
込

め
て
友
好
運
動
の
決
意
を
語
る

と
、
参
加
者
の
拍
手
は
一
段
と
大

き
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。 

 

大
会
議
案
は
田
中
常
任
理
事
が

提
案
、
ま
ず
、
現
在
の
日
本
を

「
満
州
事
変
前
夜
」
と
と
ら
え
、
ま

た
、
「
中
国
は
今
な
お
発
展
途
上

国
で
あ
り
、
私
た
ち
は
物
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
場
面
で
は
し
っ
か
り

物
申
し
て
い
く
」
と
述
べ
ま
し
た
。 

代
議
員
、
評
議
員
合
わ
せ
て
２
６
０

人
が
２
日
間
の
熱
心
な
討
議
を
行
い
、

決
議
案
を
満
場
一
致
で
採
択
の
あ

と
、
大
会
宣
言
と
「
『
共
謀
罪
』
の
成
立

を
許
さ
な
い
決
議
」
を
こ
れ
も
満
場
一

致
で
採
択
し
日
程
を
無
事
終
了
し
ま

し
た
。 

来
賓
の
汪
婉
参
事
官
は
、
閉
会

ま
で
と
ど
ま
り
、
最
後
に
「
東
京

―
北
京
」
を
〝
ア
ジ
ア
の
兄
弟
よ
、

同
胞

は
ら
か
ら

よ
…
〟
と
、
全
員
で
と
も
に

合
唱
し
ま
し
た
。 

 

分
科
会
が
２
日
目
に
行
わ
れ
、
私
は

百
科
検
定
の
討
議
に
参
加
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
機
会
に
報

告
し
ま
す
。 

く
て
、
お
酒
の
発
祥
も
中
国
、
お

酒
を
飲
み
な
が
ら
の
日
中
友
好
は

最
高
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
百
科

検
定
の
取
り
組
み
に
目
を
輝
か
せ

て
説
得
さ
れ
ま
し
た
、
来
年
は
大

き
な
取
り
組
み
に
な
る
予
感
。 

ま
た
名
古
屋
の
代
議
員
の
方

が
、
”
原
発
は
い
ら
な
い
倉
敷
金
曜

く
り
推
進
運
動
」
が
続
け
ら
れ
、

「
つ
い
に
第
65
回
大
会
現
勢
を
回

復
し
た
」
と
い
う
矢
崎
事
務
局
長

の
報
告
で
、
会
場
は
大
き
な
拍
手

で
湧
き
ま
し
た
。 

こ
の
１
年
間
で
９
６
５
人
増
、
９

４
３
人
減
、
こ
の
結
果
２２
人
の
増

加
で
、
３
年
連
続
現
勢
増
を
達
成

し
ま
し
た
。
大
会
前
日
ま
で
４７
人

減
で
あ
っ
た
の
を
全
常
任
理
事
の

日
中
第
６６
回
大
会
参
加
報
告 
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岡
山
き
り
え
展
を
見
て 

―
す
ば
ら
し
い
絵
柄
に
直
面
す
る
と
、
人
は
無
限
の
創
造
を
し
ま
す
― 

 

５
月
２６
日
（
金
）
芳
田
日
本
語

学
習
講
座
の
先
生
は
、
私
た
ち
と

一
緒
に≪

岡
山
き
り
え
展≫

を

見
に
行
き
ま
し
た
。
昼
近
く
で
、

駐
車
場
は
車
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
き
り
絵
を
見
学
す
る

の
は
、
は
じ
め
て
で
す
。
ホ
ー
ル
に

入
る
と
い
ろ
い
ろ
な
絵
柄
の
き
り

絵
が
私
を
ひ
き
つ
け
ま
す
。
す
ぐ

に
写
真
を
撮
り
た
い
と
思
い
ま
し

た
が
、
先
生
は
直
ち
に
、
ま
ず
、
作

品
を
み
て
と
注
意
し
ま
し
た
。 

 

み
ん
な
は
真
面
目
に
作
品
を
み

ま
し
た
。
き
り
絵
は
手
作
業
が
細

か
く
て
、
美
し
く
ま
た
味
わ
い
深

い
、
見
れ
ば
み
る
ほ
ど
面
白
い
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
は
い
ず
れ

も
作
者
の
知
恵
お
よ
び
芸
術
の
追

及
が
す
ば
ら
し
い
。 

去
年
の
１１
月
２２
日
、
竹
内
宜

子
先
生
が
私
た
ち
に
き
り
え
の
授

業
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
先
生
の

熟
練
し
た
技
術
で
、
親
切
丁
寧
に

指
導
を
し
て
、
み
ん
な
に
よ
い
感

じ
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
今
日

再
び
先
生
の
作
品
を
み
る
と
親
し

み
を
感
じ
ま
す
。≪

ピ
ン
ク
ハ
ウ
ス

≫

と≪

運
動
公
園
入
口≫

な
ど

３
つ
の
作
品
は
と
て
も
人
目
を
ひ

き
ま
す
。
一
枚
一
枚
の
す
ば
ら
し

い
絵
柄
に
直
面
す
る
と
、
人
は
無

限
の
創
造
を
し
ま
す
。 

作
品
を
あ
の
曲
が
っ
た
道
に
沿

っ
て
、≪

高
原
の
秋≫

、≪

冬
の
夕

暮≫

、≪

菜
花
の
中
で≫

に
、
ま

る
で
入
る
よ
う
に
。 

こ
の
よ
う
に
美
し
い
作
品
を
み

る
の
は
、
心
を
楽
し
く
し
、
し
ば
し

去
る
の
に
忍
び
な
か
っ
た
。 

 

益
田
聖
子 
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奮
闘
で
６９
人
の
会
員
、
準

会
員
を
増
や
し
た
結
果
で

す
。 

 
 

初
日
の
開
会
直
後
、
こ

の
１
年
間
に
亡
く
な
っ
た

会
員
４３
人
の
た
め
に
黙
祷

し
ま
し
た
。
倉
敷
支
部
の

栗
本
ス
エ
子
さ
ん
も
そ
の

お
ひ
と
り
で
す
。
こ
れ
ま
で

に
な
く
多
い
物
故
者
だ
そ

う
で
す
。 

大
会
に
は
初
日
、
日
朝

協
会
石
橋
会
長
、
日
本
共

産
党
の
井
上
哲
士
参
院
議

員
が
来
賓
と
し
て
連
帯
の

あ
い
さ
つ
を
し
ま
し
た
。 

二
日
目
に
は
中
国
大
使

館
の
汪
婉
参
事
官
が
、
男

性
の
１
等
書
記
官
を
伴
っ



 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

７
月
３
日
（月
）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
。 

  

稲葉 

小川 

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

援
の
た
め
だ
け
の
組
織
で
あ
れ
ば
、

こ
の
憲
法
に
反
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
衛
隊
に
海
外
で
の
武

力
行
使
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
こ
の
９
条
と
矛
盾
が
生

じ
て
い
る
の
で
す
。 

最
近
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
調
査
で
、
「
憲

法
９
条
は
日
本
の
平
和
と
安
全
に

役
立
っ
て
い
る
か
」
と
の
問
い
に
初
め

て
８
割
を
超
え
る
人
が
「
役
立
っ
て

い
る
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
ま
た
朝

日
の
調
査
で
も
、
今
の
憲
法
が 

「
日
本
に
と
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
答
え

た
人
が
89
％
に
上
っ
て
い
ま
す
。
国

回
の
発
言
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
の

解
釈
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
、
自
衛

隊
が
憲
法
違
反
の
存
在
で
あ
る
こ

と
を
認
め
る
発
言
だ
と
言
え
ま

す
。 そ

も
そ
も
な
ぜ
自
衛
隊
の
違
憲

性
が
議
論
に
な
る
の
で
し
よ
う
か
。

憲
法
９
条
に
は
「
国
権
の
発
動
た
る

戦
争
と
武
力
に
よ
る
威
臓
ま
た
は

武
力
の
行
使
は
永
久
に
こ
れ
を
放

棄
す
る
」
「
前
項
の
目
的
を
達
す
る

た
め
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は

こ
れ
を
保
持
し
な
い
」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
自
衛
隊
が
災
害
時
の
救

ん
ば
っ
て
い
る
自
衛
隊
を
憲
法
違

反
の
ま
ま
に
し
て 

お
く
の
は
よ
く

な
い
」
「
自
衛
隊
が
違
憲
だ
と
い
う

議
論
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
き
ち
ん

と
憲
法
に
位
置
づ
け
る
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
歴
代
の
自
民

党
政
権
は
、
自
衛
隊
を
「
自
衛
の

た
め
の
必
要
最
低
限
の
実
力
だ
」

「
だ
か
ら
違
憲
で
は
な
い
」
と
説
明

し
て
き
ま
し
た
。
安
倍
首
相
の
今

な
ん
て
許
せ
ま
せ
ん
。
発
言
自
体

が
憲
法
違
反
で
す
。 

安
倍
首
相
は
「
憲
法
９
条
の
１

項
と
２
項
は
残
し
、
自
衛
隊
に
つ

い
て
書
い
た
３
項
を
新
た
に
加
え

る
」 

と
言
っ
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
「
災
害
支
援
な
ど
で
が

憲
法
記
念
日
の
５
月
３
日
、
安

倍
首
相
は
「
２
０
２
０
年
ま
で
に
自

衛
隊
を
明
記
し
た
新
憲
法
を
施

行
さ 

せ
る
」
と
期
限
を
切
っ
た
改

憲
を
明
言
し
ま
し
た
。 

憲
法
を
守
る
義
務
の
あ
る
首

相
が
堂
々
と
こ
ん
な
発
言
を
す
る

民
は
、
安
倍
首
相
が
狙
う
改
憲

も
自
衛
隊
の
軍
隊
化
も
望
ん
で
い

ま
せ
ん
。 

最
近
の
北
朝
鮮
の
動
き
を
見
て

不
安
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
方
も
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
の

度
重
な
る
挑
発
行
為
は
許
せ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
力
に
は
力
を
、
武

力
に
は
武
力
を
、
で
は
こ
の
問
題

は
解
決
し
ま
せ
ん
。
解
決
ど
こ
ろ

か
、
い
っ
た
ん
武
力
衝
突
が
起
こ
る

と
日
本
も
巻
き
込
ま
れ
悲
惨
な

犠
牲
を
生
む
で
し
ょ
う
。
一
番
影

響
を
受
け
る
お
隣
り
の
国
、
韓
国

で
は
「
対
話
に
よ
る
解
決
」
を
め
ざ

す
大
統
領
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
日

本
で
も
関
係
国
と
連
帯
し
て
「
対

話
に
よ
る
解
決
」
を
求
め
て
い
き

ま
し
ょ
う
。 

「
宇
野
学
区
九
条
の
会
」
早
朝
宣
伝
に
参
加
し
て 

い
け
は
し 

よ
う
こ 

 

左から２人目の人がいけはしさんです。 

第９回「孟子」を読む 

告子篇（上） 

弓田 盛樹 

 告子は戦国時代の思想家で人の性質をめぐって孟子と論争します。告子の主張

は、人の性には善も不善もないというもの。「徳の高い明君が現れれば民衆は善を好

み、反対に徳のない暗君が現れると民衆は悪を好むようになるのだ」と説きました。そ

こで、孟子は有名な性善説を打ち出します。 

 孟子の性善説は、どんな人であれ四端（惻隠の心、羞悪の心、辞譲の心、是非の

心）は生まれつき備わっているというものです。「凶作の年には道徳を無視する人物が

増えるが、それは外的環境に原因があり、本性を裏切って心溺れているにすぎない」

とも言っており、孟子の徹底したヒューマニズを」感じます。 

 本性は万人等しく善であるという前提があってこそ、聖人も同じ人間であると認識す

ることが可能となります。孟子にとって聖人（君子）は決して超越的存在ではありませ

ん。それぞれに備わっているもちまえ（四端）を育ててこそ、誰でも聖人になることがで

きるのです。 

 では、誰もが努力の次第によっては聖人君子になることができるのに、なぜ優劣が

生じるのでしょうか。孟子は、「耳目の官」と「心の官」のどちらに従うかによって優劣に

差が出るとします。「耳目の官」とは耳や目の感覚器官のことです。感覚器官には意

思がないため、外からの刺激になすがままになってしまう。「心の官」とは心のことであ

り、意思そのものといえます。意思を働かせれば正しい心を得ることができる。そのた

め、外圧になすがままにはならない心の官の方に従っていくのがよいとなります。 

 そのことを端的に表した喩があります。「ある、人物が外出するたびに、富貴な人々

と会食してご馳走になったと言いながら帰ってくる。ある時、妻が跡を付けてみると、墓

場でお供物をねだって食べていたという。これを見て帰宅した妻は妾に話して２人で

嘆き悲しんが、夫はいつもの調子で帰宅する」という話です。 

 飲食をするのは単に、食欲を満たすことだけが目的ではありません。やはり、体の健

康、生命を養うことにつながっています。しかし、たとえ話に出てくる男は、飲食のこと

しか考えていません。この男が妻と妾に嘆かれるのは、飲食よりも大切にしないといけ

ないことを忘れているからです。 

つづく 

 

次
回
６
月
２５
日
号
は
休
刊
で

す
。 

次
は
７
月
５
日
号
で
す
。 

 

「
お
か
や
ま
」
の
原
稿
が
集
ま
ら

ず
、
困
っ
て
い
ま
す
。 

み
な
様
の
ご
意
見
、
ご
感
想
な

ど
、
何
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
、
ぜ

ひ 

ご
投
稿
を
お
願
い
し
ま
す
。 


