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王
闇
運
の
貧
富
論

|
|
『
論
語
訓
』
を
中
心
と
し
て
ー
ー
ー

横

久

保

義

洋

王
闇
運
、
字
は
壬
秋
・
壬
父
、
そ
の
居
処
を
湘
締
楼
と
号
す
。
湖
南
・
湘
揮
の
人
で
あ
る
。
彼
は
若
年
に
し
て
曽
閏
藩
の
幕
下
に
加

わ
り
太
平
軍
の
討
伐
に
従
事
す
る
が
、
後
、
仕
進
に
意
を
絶
ち
、
湖
南
・
四
川
・
江
西
等
の
地
で
講
学
に
従
事
す
る
。
民
国
に
入
っ
て

か
ら
友
世
凱
に
よ
り
国
史
館
館
長
に
招
聴
さ
れ
る
が
、

一
年
た
ら
ず
で
辞
職
・
帰
郷
し
、
八
十
六
歳
で
逝
去
し
た
。
彼
の
生
涯
の
事
跡

の
概
略
は
長
子
の
代
功
の
撰
し
た
『
湘
椅
府
君
年
譜
』
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
‘
ま
た
、
そ
の
主
要
な
著
述
は
『
湘
椅
楼
日
記
』
(
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
『
年
譜
』

『
日
記
』
と
略
す
る
〉
を
除
い
て
、
『
湘
締
楼
全
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

従
来
、
王
闇
運
を
取
り
扱
っ
た
論
考
と
し
て
は
、
文
学
者
と
し
て
の
側
面
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
同
時
に
彼
は
公
羊
伝
を
初

め
と
す
る
経
書
や
諸
子
に
対
す
る
多
数
の
筆
注
を
書
き
残
し
て
お
り
、
当
時
の
湖
南
の
碩
儒
と
し
て
王
先
謙
・
葉
徳
輝
と
共
に
「
二
王

一
葉
」
と
称
さ
れ
る
程
で
あ
っ
た
。
か
っ
、
反
対
の
立
場
に
あ
る
左
伝
学
派
の
葉
徳
輝
・
章
痢
麟
に
よ
り
彼
の
流
れ
を
汲
む
摩
平
や
康

有
為
と
と
も
に
「
学
風
破
壊
者
」
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
名
指
し
で
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
(
葉
徳
輝
『
経
学
通
話
』
及
び
顧
韻
剛
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「
古
史
排
自
序
」
)
、
〔
逆
説
的
で
は
あ
る
が
〕
わ
か
る
よ
う
に
、
よ
り
思
想
史
の
上
で
注
目
さ
れ
て
よ
い
人
物
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本



44 

稿
で
は
そ
の
経
学
の
一
環
を
な
す
も
の
と
し
て
、

『
論
語
訓
』
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
単
な
る
経
書
の
字
義
解
釈
に
と
ど
ま
る
の
み
な

ら
ず
、
彼
の
生
き
方
、
並
び
に
当
時
の
社
会
状
況
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

『
論
語
訓
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
作
者
自
身
の
手
に
係
る
序
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
(
以
下
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
『
湘
締

楼
全
書
』
所
収
本
原
刊
・
無
求
備
斎
影
印
『
論
語
訓
』
に
拠
る
。
ま
た
、
こ
の
序
文
は
『
湘
椅
楼
文
集
』
巻
三
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
)
。

既
に
学
徒
に
命
じ
て
古
今
の
伝
ふ
る
所
を
採
輯
せ
し
め
、
以
て
集
解
を
広
く
し
、
又
己
の
意
を
下
し
て
其
の
蔽
は
る
る
所
を
通
ぜ

な

づ

き

い

し
む
。
命
け
て
『
論
語
訓
』
と
日
ひ
、
成
都
に
在
り
て
手
づ
か
ら
自
紗
し
て
撰
し
以
て
女
の
粉
に
贈
る
。
既
に
滞
南
に
至
り
し
こ

ろ
復
た
省
憶
せ
ず
。
明
か
暇
日
に
乗
じ
て
一
編
ニ
十
篇
を
重
定
す
。
調
例
略
々
殊
な
る
も
、
蓋
し
内
外
に
分
か
つ
。
今
、
此
に
単

行
す
る
に
亦
た
麓
め
て
ニ
巻
と
為
す
。

『
論
語
訓
』
序
自
体
に
は
年
月
の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

『
年
譜
』
に
は
そ
の
成
書
及
び
序
の
製
作
を
光
緒
十
二
年
十

月
十
七
日
、
済
南
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
繋
け
て
い
る
。
潰
久
雄
「
王
闇
運
の
学
問
と
思
想
」
(
平
成
四
年
『
公
羊
学
の
成
立
と
展
開
』

所
収
〉
や
林
泰
輔
『
論
語
年
譜
』
に
は
光
緒
十
七
年
、
六
十
歳
の
時
の
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
刊
行
年
に
拠
っ
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
何
に
基
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
な
お
、
十
二
年
の
秋
、
闇
運
の
四
女
の
粉
は
病
没
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
論
語
訓
』
は
光
緒
十
二
年
に
一
日
一
完
成
を
見
た
の
で
あ
る
が
、

『
日
記
』
や
『
年
譜
』
の
記
載
に
拠
れ
ば
彼
は
そ
の

後
に
も
絶
え
ず
こ
の
撰
述
に
手
を
加
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
年
譜
』
の
記
述
も
そ
う
だ
が
、
そ
の
他
に
も
、
例
え
ば



「
『
論
語
訓
』
を
校
す
」
(
『
年
譜
』
光
緒
二
十
一
年
四
月
〉
、
「
『
論
語
集
解
』
を
校
す
」
(
『
年
並
巴
光
緒
二
十
三
年
五
月
)
、
「
『
論
語
』
説

一
条
を
改
定
す
」
(
『
日
記
』
光
緒
三
十
二
年
六
月
八
日
)
、

「
『
論
語
』
上
篇
を
講
じ
、

文
義
を
詳
標
す
。
蓋
し
即
ち
内
篇
な
り
」
(
『
年

盛
岡
』
光
緒
一
ニ
十
三
年
八
月
)
な
ど
と
あ
り
、
ま
た
『
日
記
』
光
緒
十
九
年
三
月
十
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
「
周
有
八
士
」
(
微
子
篇
)
に
対

ず
る
旧
説
を
改
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
『
論
語
訓
』
も
し
く
は
『
論
語
』
自
体
に
対
す
る
研
究
を
重
ね
て
い
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
。こ

の
序
中
に
も
彼
の
学
生
た
ち
が
編
纂
過
程
に
お
い
て
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
人
で
あ
る
楊
鈎
は
、

ヵ、

っ
て
師
か
ら
『
礼
記
』
の
注
を
著
す
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
中
途
に
し
て
廃
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
「
幸
ひ
に
『
論
語
』
を

玉闇運の貧富論

説
く
者
は
、
多
く
湘
椅
の
采
入
す
る
と
こ
ろ
と
為
れ
ば
、
4
4
E

々
自
づ
か
ら
慰
む
る
べ
き
の
み
」

(
楊
鈎
『
草
堂
之
霊
』
巻
九
)
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
単
に
弟
子
た
ち
に
旧
注
を
采
輯
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
新
説
も
積
極
的
に
取
り
入

れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

次
に
『
論
語
訓
』
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

『
論
語
訓
』
で
は
経
文
の
後
に
何
長
等
『
論
語
集
解
』
及
び
そ
れ
を
疏
街
し

た
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
や
刑
且
丙
『
論
語
疏
』
な
ど
か
ら
採
取
し
た
漢
貌
六
朝
人
の
解
釈
を
主
と
し
て
掲
げ
〈
そ
の
前
に
経
文
の
異
同
を

記
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
)
、

そ
の
後
に
著
者
自
身
の
説
を
施
し
て
い
る
。

た
だ
し
単
に
旧
説
を
載
せ
る
だ
け
で
、

著
者
の
意
見
合
}
述

べ
て
い
な
い
条
節
も
相
当
あ
る
。
清
人
の
説
を
稀
に
載
せ
て
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
〔
旧
説
と
同
様
に
扱
う
の
で
な
く
〕

自
身
の
注
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
直
接
に
は
『
論
語
』
の
解
釈
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
古
人
の
意
見
も
同
様
の
措
置
を
取
っ
て

い
る
。

45 

『
論
語
訓
』
序
の
官
頭
に
は
、
『
論
一
語
』
と
い
う
書
物
の
性
格
に
つ
い
て
、
「
『
論
語
』
は
、
蓋
し
六
塞
の
脊
華
、
百
家
の
準
的
に
し
て
、
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其
の
義
は
多
く
春
秋
に
基
づ
き
、
其
の
一
一
=
口
は
実
に
上
下
に
通
ず
」
と
規
定
し
て
い
る
。
事
実
、

『
論
語
訓
』
に
は
『
論
語
』
の
各
節
の

文
句
を
孔
子
の
『
春
秋
』
製
作
と
関
連
づ
け
て
説
い
た
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
は
、
『
春
秋
』

の
伝
と
し
て
は
『
公
羊
』

『
穀
梁
』
を
貴
び
、

『
左
民
』
は
単
に
史
書
に
過
ぎ
ず
『
春
秋
』
に
は
無
関
係
だ
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い

た
(
『
文
集
』
巻
一
一
一
「
穀
梁
申
義
序
」
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
論
語
訓
』
の
中
で
は
経
文
の
史
事
や
人
名
を
説
明
す
る
際
、
多
く
「
『
左

氏
春
秋
』
」
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
彼
は
『
左
氏
』
を
経
伝
と
し
て
認
め
て
は
い
な
い
と
し
て
も
、
史
書
と
し
て

は
比
較
的
信
頼
を
置
い
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、

円
論
語
訓
』
に
は
鄭
玄
に
よ
る
『
魯
論
』

『
斉
論
』

『
古
論
』
の
三
つ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
字
句
の
異
同
(
お
お
よ
そ
『
経

典
釈
文
』
に
拠
る
)
が
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
王
闇
運
は
無
論
今
文
を
採
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
古
文
で
あ
る
『
古
論
』
に
従
つ

て
い
る
場
合
が
多
い
。

つ
ま
り
、
彼
は
そ
の
学
問
の
中
心
と
な
る
『
春
秋
』
を
解
す
る
際
に
は
、
あ
く
ま
で
公
羊
を
墨
守
し
て
い
た
の

で
あ
る
が
、

『
論
語
』
の
よ
う
に
今
古
が
混
ざ
り
合
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
処
理
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
学
派
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
自

ら
の
判
断
で
善
な
る
も
の
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
劉
逢
禄
『
論
語
述
何
』
や
戴
望
『
論
語
注
』
の
観
点
を
引
き
継
い
で

い
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
彼
の
態
度
が
、
章
病
麟
な
ど
に
よ
っ
て
、

「
王
闘
運
も
〔
親
源
と
同
様
に
〕
亦
た
常
州
学
派
に

非
ず
。
其
の
経
を
説
く
や
、
簡
な
り
と
睡
も
亦
た
古
今
を
兼
采
す
」
(
『
清
代
撲
学
大
師
列
伝
』
章
太
炎
先
生
論
訂
書
)
と
評
さ
れ
る
原

因
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
(
ま
た
、
同
文
で
は
は
こ
こ
で
闇
運
が
「
〔
古
文
の
筈
の
〕
『
周
官
』
に
筆
」
し
た
こ
と
も
指
摘
し
て

い
る
が
、
事
実
『
論
語
訓
』
の
中
に
も
『
周
礼
』

を
引
い
て
解
釈
し
て
い
・
る
箇
所
は
多
い
)
。

こ
れ
に
反
し
て
康
有
為
『
論
語
注
』
な

ど
で
は
、
あ
く
ま
で
今
文
で
貫
く
遣
り
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
だ
け
で
も
、
当
時
の
公
羊
学
派
に
よ
る
『
論
垣
間
』
解

釈
の
変
遷
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。



こ
の
よ
う
に
、

『
論
語
訓
』
は
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
文
献
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
当
時
の
学
術
史
上
の
様
々

な
問
題
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
紙
幅
上
、

『
論
語
』
中
の
「
貧
富
」
ま
た
は
「
節
倹
」
に
関
す
る
章
節
に
対
す
る
注
解
に
し

ぼ
っ
て
、
論
を
進
め
て
ゆ
く
。

『
論
語
』
に
は
、

「
貧
」
あ
る
い
は
「
富
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
章
節
が
全
部
で
十
八
箇
所
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
中
に
は
「
富
哉

言
乎
」

(
顔
淵
篇
)
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
扱
う
内
容
と
は
関
わ
ら
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
で

王閤運の貧富論

も

『
論
語
訓
』
に
お
い
て
王
氏
の
訓
注
が
施
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
更
に
、
本
文
に
は
「
貧
富
」

の
語
、
が
見
え
な
く
て
も
、
訓
注
に
お
い
て
使
っ
て
解
釈
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
便
宜
上
明
確
に
『
論
語
訓
』
に
お
い
て
「
貧
」
と
「
富
」
と
を
対
に
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
挙
げ
て
か
ら
、

そ
れ
に
関
連
守
つ
け
る
形
で
他
の
条
文
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

①
「
貧
而
楽
」
は
嘗
に
「
貧
而
楽
楽
」
に
作
る
ベ
し
。
季
氏
篇
に
日
ふ
、
楽
は
礼
楽
を
節
す
、
と
。
是
れ
也
。
〔
「
楽
楽
」
す
な
わ
ち

「
楽
ミ
」
と
い
う
〕
重
文
〔
の
符
号
と
し
て
の
〕
ニ
画
を
脱
す
る
の
み
。
礼
楽
を
以
て
自
ら
広
く
す
る
を
言
ふ
。
孔
注
、
下
文
に

亦
た
「
道
を
楽
し
む
と
言
ひ
、
皇
侃
本
・
唐
石
経
、
皆
『
史
記
』
に
依
り
て
道
の
字
を
加
ふ
。
道
は
礼
を
静
ぬ
ベ
し
。
宜
し
く
文

を
対
に
す
る
べ
か
ら
ず
。
〔
学
市
篇
・
「
貧
市
無
詰
」
章
に
対
し
て
〕

47 

②
貧
賎
を
得
る
に
、
道
を
用
い
る
所
無
し
。
此
に
「
之
を
得
」
と
云
ふ
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
貧
賎
な
る
こ
と
、
生
ま
れ
な
が
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ら
に
し
て
富
貴
な
る
が
如
く
、
皆
己
の
〔
境
〕
遇
の
得
る
所
な
り
。
道
を
柾
げ
て
富
貴
を
求
め
、
以
て
貧
賎
の
辱
め
を
免
る
る
ベ

か
ら
ず
。
〔
里
仁
篇
・
「
富
与
貴
」
章
に
対
し
て
〕

③
貧
に
安
ん
じ
て
自
得
す
。
亦
た
之
を
思
ひ
て
悟
適
な
り
。
貧
に
は
楽
し
む
べ
き
無
し
。
然
れ
ど
も
時
に
正
に
貧
を
楽
し
む
有
り
。

(
中
略
)
不
義
な
る
者

宮
貴
な
る
も
、
亦
た
終
に
は
之
を
去
る
を
言
ふ
。
〔
述
而
篇
・
「
飯
素
食
」
章
に
対
し
て
〕

④
貧
を
駅
す
る
は
富
を
駅
ず
る
よ
り
も
難
し
。
〔
憲
間
篇
・
「
貧
而
無
怨
難
」
章
に
対
し
て
〕

⑤
郷
里
の
細
民
自
ら
其
の
富
を
持
り
、
貧
土
と
倶
に
立
つ
を
恥
づ
。
子
路
は
名
重
く
、
衆
の
争
ひ
て
仰
ぐ
所
た
り
。
故
に
貧
な
り
と

躍
も
富
人
之
に
接
す
る
を
栄
と
す
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
貧
土
の
特
達
す
る
こ
と
難
し
、
僅
か
に
由
(
子
路
)
有
る
の
み
。

〔
子
牢
篇

の
「
倣
衣
組
袖
」
章
に
対
し
て
〕

こ
の
内
、
①
は
思
想
内
容
と
言
う
よ
り
も
、
単
に
文
字
の
校
勘
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
会
而
楽
」
の
後
に
、

通
説
で
は
「
道
」
の
字
、
が
脱
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
を
、

「
道
」
で
は
下
の
「
礼
」
と
対
に
な
ら
ぬ
と
し
て
「
楽
」
の
字
を

補
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
が
敢
え
て
「
道
を
楽
し
む
」
と
い
う
語
句
を
回
避
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
礼
楽
が
共

に
道
の
一
環
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

②
③
④
で
は
共
に
貧
賎
が
富
貴
よ
り
も
必
ず
し
も
価
値
が
低
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
述
而
篇
の
「
子
日

富
而
可
求
也
雄
執
鞭
之
士
吾
亦
為
之
」
に
対
し
て
は
、
「
執
鞭
之
土
」
に
も
王
公
の
出
入
の
際
に
先
触
れ
を
す
る
保
狼
氏
(
秋
官
〉
と
、

市
の
門
を
守
る
役
目
で
あ
る
可
市
(
地
官
)
と
の
二
種
類
あ
る
こ
と
を
『
周
礼
』
を
引
い
て
説
明
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。



一
は
君
に
近
く
、

一
は
市
に
近
し
。
富
む
の
道
あ
る
も
、
富
む
の
由
無
し
。
故
に
以
て
意
を
示
す
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
富
は
求
む
ベ

か
ら
ず
、
貧
の
為
に
(
貧
に
迫
ら
れ
て
)
仕
ふ
る
者
は
食
を
求
む
る
の
み
、
富
を
求
め
ず
。
時
人
仕
へ
ざ
る
を
以
て
貧
し
き
と
為

す
。
故
に
己
の
富
め
る
を
悪
む
に
非
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
。

つ
ま
り
、
本
来
「
執
鞭
之
土
」
と
な
る
の
は
た
だ
生
存
の
た
め
の
み
で
依
然
と
し
て
貧
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
そ
こ
か
ら

富
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
通
説
と
は
異
な
り
、
富
を
否
定
し
て
い
る
と
は
解
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
街
霊
公
篇
の
「
子
日
君
子
謀
道
不
謀
食
/
耕
也
飯
在
其
中
央
/
学
也
禄
在
其
中
央
」
に
つ
い
て
、
言
う
。

王関連の貧富論

人
の
道
を
学
ば
ざ
る
所
以
は
、
皆

道
も
て
し
て
は
〔
そ
れ
だ
け
で
は
〕
食
ふ
べ
か
ら
ず
。
コ
一
代
よ
り
以
下
、
食
無
き
者
治
も
衆

し
と
日
へ
ば
な
り
。

耕
す
者
は
〔
道
を
謀
ら
ず
し
て
〕
食
を
謀
る
こ
と
専
切
な
り
。
然
れ
ど
も
館
う
る
時
有
り
。
〔
道
を
〕
謀
れ
ど
も
益
無
し
。

古
今
に
餓
死
す
る
の
学
人
無
し
。
学
は
其
の
食
を
妨
げ
ず
。
反
復
し
て
其
の
謀
食
の
説
を
破
る
。

同
じ
衛
霊
公
篇
の
「
子
日
君
子
憂
道
不
憂
貧
」
に
対
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

人
の
謀
食
に
託
す
る
所
以
は
、
憂
名
の
名
を
避
く
れ
ば
也
。
食
を
謀
る
も
鋲
う
る
こ
と
有
り
、
而
る
に
之
を
謀
り
て
己
ま
ざ
れ
ば

則
ち
是
れ
貧
を
憂
う
る
の
み
。
貧
は
人
を
傷
な
は
ず
、
憂
う
れ
ば
則
ち
恥
づ
ベ
し
。
何
を
以
て
君
子
と
為
さ
ん
や
。
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以
上
に
挙
げ
た
諸
節
は
、

い
ず
れ
も
「
学
者
」
は
貧
を
畏
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
学
市
篇
の
「
子
日
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君
子
食
無
求
飽
居
無
求
安
」
に
対
し
て
は
、

ま
ず
こ
こ
で
の
「
君
子
」
と
は
決
し
て
有
徳
者
の
こ
と
を
漠
然
と
指
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
「
位
に
在
る
者
を
謂
ふ
」
の
だ
と
規
定
し
て
か
ら
、
「
時
に
世
官

位
に
在
り
て
、
太
学
の
典
廃
せ
ら
る
。
唯
だ
志
を
居
処
飲
食
に

役
す
。
故
に
求
む
る
こ
と
無
き
を
以
て
難
し
と
為
す
。
学
ぶ
者
の
若
き
は
、
自
づ
か
ら
此
れ
を
戒
む
る
に
煩
は
さ
る
る
こ
と
無
し
」
と

し
て
い
る
。

ま
た
、
里
仁
篇
の
「
子
日
放
於
利
而
行
多
怨
」
の
場
合
で
も
、
通
説
で
は
「
放
」
を
「
依
る
」
と
解
し
て
「
利
に
従
っ
て
行
動
す
れ

ば
、
怨
み
を
多
く
買
う
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
放
」
を
「
棄
て
る
」
と
訓
じ
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

政
を
為
す
に
は
当
に
民
を
利
す
る
ベ
し
、
之
を
棄
つ
る
べ
か
ら
ず
。
利
無
く
ん
ば
則
ち
民

怨
む
を
言
ふ
也
。

」
の
こ
章
で
は
先
に
挙
げ
た
例
と
は
異
な
り
、

い
ず
れ
も
富
(
利
)
を
追
求
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
後
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、

「
利
」
を
受
け
る
対
象
は
民
で
あ
っ
て
、
為
政
者
た
る
士
以
上
の
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う

理
由
で
説
明
が
つ
く
か
も
知
れ
な
い
。
顔
淵
篇
に
お
い
て
季
康
子
が
盗
賊
の
多
い
こ
と
を
患
い
と
し
て
孔
子
に
相
談
し
た
時
の
孔
子
の

答
え
「
有
子
之
不
欲
雛
賞
之
不
窃
」
に
対
し
て
つ
け
た
注
「
国
に
盗
を
賞
す
る
の
典
無
し
。

〔
し
か
れ
ど
も
〕
地
を
争
ひ
厚
く
数
む
る

は
、
皆
盗
の
類
也
。
乱
世
の
賞
す
る
所
は
専
ら
此
に
在
る
の
み
。
故
に
民
、
其
の
上
を
軽
ん
ず
る
也
。
示
す
に
無
欲
を
以
て
す
れ
ば
、

則
ち
必
ず
盗
を
賞
さ
ざ
る
を
知
る
」
と
い
う
の
も
、
民
は
利
に
よ
っ
て
し
か
動
か
な
い
の
で
、
為
政
者
が
自
ら
無
欲
を
示
し
て
こ
れ
を

感
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
が
そ
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
子
牢
篇
の
「
子
牢
言
利
与
命
与
仁
」
に
つ
い

て
、
「
利
以
て
庶
民
を
輸
し
、
命
・
仁
以
て
上
智
に
語
ぐ
」
と
一
言
っ
て
い
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
者
に
お
い
て
「
君
子
」
を
在
位
の
為
政
者
に
限
定
し
、

「
学
者
」
は
そ
れ
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
の
は
何



故
な
の
か
。
こ
れ
は
陽
貨
篇
の
「
子
日
色
痛
而
内
荏
壁
面
諸
小
人
」
に
対
し
て
施
さ
れ
た
注
「
君
子
の
位
に
在
れ
ば
、
億
然
と
し
て
君
子

あ
ら

也
。
位
無
け
れ
ば
則
ち
情
(
本
来
の
姿
)
見
は
る
」
と
も
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
祖
代
々
の
位
に
あ
り
な
が
ら
安

逸
に
心
を
用
い
る
よ
う
で
は
、
そ
の
位
を
保
っ
て
い
る
か
ら
か
ろ
う
じ
て
君
子
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
訳
で
、
実
質
上
は
小
人
と
変
わ

り
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
多
い
の
に
反
し
て
、
学
ぶ
者
は
白
ず
と
「
内
荏
」
か
ら
免
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
位
が
な
く
と
も
浅
ま
し
き

姿
を
露
見
す
る
こ
と
も
な
く
、
安
逸
を
追
求
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
必
要
も
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑤
で
は
子
路
が
よ
く
貧
に
耐
え
ら
れ
る
人
物
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
ば
ら
く
人
物
を
か
ら
め
て
貧
富
を
論
じ
た
章
節
を
見
て

み
よ
う
。

王闇運の貧富論

ま
ず
顔
淵
に
つ
い
て
は
、
薙
也
篇
の
「
一
箪
食
」
に
つ
い
て
「
貧
し
け
れ
ば
火
を
挙
ぐ
る
こ
と
能
は
ず
。
人
之
に
償
る
。
故
に
笥

(
鄭
玄
の
注
に
、
「
箪
は
笥
也
」
と
あ
る
)
を
以
て
食
を
盛
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

つ
ま
り
自
分
で
は
寵
を
使
用
す
る
こ
と
さ
え
で
き

な
か
っ
た
と
、
そ
の
貧
し
さ
ぶ
り
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
章
の
「
回
也
不
改
其
楽
」
に
対
し
、

「境

心
を
累

は
す
に
足
ら
ず
。
楽
し
む
べ
き
者
有
れ
ば
、
其
の
常
処
を
改
め
ず
」
と
、
そ
の
貧
に
安
ん
じ
て
い
る
さ
ま
を
讃
え
た
も
の
だ
と
す
る
。

そ
し
て
、
述
而
篇
に
あ
る
孔
子
が
顔
固
に
言
っ
た
「
用
之
則
行
舎
之
則
蔵
惟
我
与
爾
有
是
夫
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
も
、

「
顔
淵
、

貧
に
居
り
、
仕
ふ
る
を
求
め
ず
。
故
に
慰
め
て
之
を
許
す
」
と
考
え
る
。

こ
れ
と
よ
く
似
た
注
釈
と
し
て
は
、
特
に
顔
回
の
こ
と
と
は
し
て
い
な
い
が
、
里
仁
篇
の
「
子
日
土
志
於
道
市
恥
悪
衣
悪
食
者
未
足

与
議
也
」
に
対
す
る
「
時
士
の
多
く
貧
な
る
を
以
て
、
慰
め
之
を
道
に
誘
ふ
也
」
が
あ
る
。

為
政
篇
に
は
子
辞
と
子
夏
と
の
そ
れ
ぞ
れ
孝
に
つ
い
て
の
聞
い
に
対
す
る
孔
子
の
答
え
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

『
論
語
訓
』

で
は
前
一
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者
が
「
生
養
」
の
こ
と
を
尋
ね
た
の
に
対
し
後
者
は
す
で
に
父
母
の
喪
を
終
え
た
の
で
そ
れ
を
祭
る
方
法
を
聞
い
て
い
る
の
だ
と
見
て
、
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次
の
よ
う
に
す
る
。

貧
家
多
く
供
・
養
を
以
て
孝
と
為
せ
ば
、
則
ち
富
貴
有
力
の
家
に
は
孝
子
多
し
。
故
に
瀧
・
夏
の
孝
を
問
へ
る
に
於
い
て
切
に
之

を
戒
む
。
子
瀧
は
蓋
し
養
に
豊
む
。
子
夏
は
蓋
し
養
に
及
ば
ざ
る
も
祭
(
す
な
わ
ち
「
供
」
)

に
畳
め
る
者
な
り
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
「
富
貴
有
力
の
家
」
が
賛
沢
に
(
か
つ
形
式
的
に
〉

「
供
」
や
「
養
」
を
行
っ
て
い
る
の
を
見
て
そ
れ
を
指

し
て
「
孝
」
と
す
る
こ
と
の
非
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
注
に
出
た
「
会
家
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
よ
う
な

積
極
的
な
「
貧
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
富
貴
を
羨
み
、
そ
れ
に
あ
づ
か
る
こ
と
を
希
求
す
る
輩
を
指
し
て
い
る
。
陽
貨
篇
の
「
子
日
部

夫
可
与
事
君
也
与
哉
/
其
未
得
之
也
患
得
之
」
云
々
に
も
、
次
の
よ
う
な
注
を
付
し
て
い
る
。

其
の
僻
に
居
り
て
、
君
を
去
る
こ
と
遠
し
。
但
だ
富
貴
を
慕
ふ
の
み
。
故
に
与
に
事
ふ
べ
か
ら
ず
。
富
貴
を
重
視
す
。
故
に
得
る

を
以
て
患
ひ
と
為
す
。

こ
の
よ
う
に
、
王
闇
運
は
『
論
語
』
で
は
社
会
の
指
導
層
で
あ
る
「
君
子
」

「
士
」
に
対
し
て
、
貧
に
安
ん
じ
る
こ
と
を
要
求
し
て

い
る
も
の
と
見
て
い
た
。
そ
し
て
節
倹
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
様
々
な
意
見
を
立
て
て
い
る
。
ま
ず
里
仁
篇
の
「
子
日
以
約
失
之
者

鮮
実
」
に
つ
い
て
は
、

一寸

人

約
を
見
れ
ば
、
則
ち
以
て
失
す
る
こ
と
多
し
と
為
す
。
故
に
其
の
鮮
な
き
を
明
ら
か
に
す
」
と
す
る
。

つ
ま
り
「
約
」
と
い
う
行
為
を
世
間
で
は
否
定
的
に
見
て
い
る
の
に
対
し
て
、
孔
子
は
反
対
に
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
節
倹
に
背
反
す
る
と
思
わ
れ
た
も
の
は
た
と
い
そ
れ
が
経
書
で
あ
ろ
う
と
も
疑
い
を
挟
む
こ
と
を
臨
時
し
な
い
。
子



路
篇
で
子
群
が
「
喪
致
乎
哀
而
止
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

周
礼
の
儀
文
の
多
き
を
患
ふ
也
。
闘
運
も
亦
た
需
を
疑
へ
り
。

し
げ

「
士
喪
礼
」
は
費
え
繁
く
委
曲
す
。
後
世
に
は
必
ず
行
は
れ
ざ
ら

ん
述
而
篇
の
「
亡
市
為
有
虚
而
為
盈
約
市
為
泰
難
乎
有
恒
会
」
に
至
っ
て
は
、
節
倹
こ
そ
が
政
治
の
根
本
と
な
る
こ
と
を
明
言
し
て
い

る。

王闘運の貧富論

又
政
を
為
す
に
亦
た
恒
有
る
こ
と
難
き
を
言
ふ
。
此
の
一
一
一
為
(
有
・
盈
・
泰
)
の
如
き
は
、
是
れ
末
世
の
通
病
な
り
。
此
の
故
に

因
り
て
恒
心
無
く
ん
ば
当
に
虚
・
亡
・
約
に
安
ん
ず
ベ
し
。
彼
の
有
・
盈
・
泰
を
羨
ま
ざ
る
者
は
、
乃
ち
能
く
恒
有
り
。

更
に
、
薙
也
篇
に
あ
る
子
貢
と
孔
子
と
の
問
答
で
は
、
子
貢
が
「
博
施
於
民
而
能
済
衆
」
す
る
の
は
仁
か
否
か
問
う
て
い
る
の
に
対

し
て
孔
子
が
「
何
事
於
仁
必
也
聖
乎
尭
舜
其
猶
病
諸
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
こ
で
玉
闇
運
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
子
貢
の
意
図

は
民
に
施
し
を
し
て
貧
困
か
ら
救
う
の
は
己
一
人
の
力
だ
け
で
は
不
可
能
な
の
で
、
国
家
の
手
に
よ
り
彼
ら
を
富
ま
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
孔
子
は
そ
れ
に
反
対
し
、
そ
う
し
た
な
ら
ば
「
則
ち
仁
を
事
と
す
る
所
無
く
、
坐
し
て
治
ま
る
べ
し
」
仁
は
不

要
と
な
っ
て
し
ま
う
。
か
の
尭
舜
が
民
の
た
め
に
「
水
を
治
め
食
を
謀
」

っ
た
の
は
一
見
「
博
く
施
す
」
こ
と
に
似
て
い
る
が
、
実
は

自
身
を
犠
牲
に
し
て
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
孔
子
は
仁
者
に
つ
い
て
、

「
己
欲
立
而
立
人
己
欲
達
而
達
人
」
と
述
べ
る
が
、
閤
運
は
そ
れ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
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っ
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。
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重
品
蹴
重
々
な
れ
ば
、
則
ち
能
く
施
す
を
以
て
仁
と
為
す
も
、
其
の
之
を
愛
す
る
と
之
を
虐
ぐ
る
と
の
同
じ
き
を
知
ら
ず
。
夫
れ
仁

者
は
宣
に
但
だ
民
の
飽
爆
の
み
を
欲
せ
ん
や
。
正
に
人
の
立
達
す
る
を
欲
す
る
也
。
己
は
則
ち
立
達
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
民
は
但

だ
坐
し
て
食
ら
ふ
べ
し
と
謂
は
ば
、
是
れ
禽
獣
を
以
て
人
を
待
す
る
な
り
。
但
だ
之
を
殺
さ
ざ
る
の
み
。
不
仁
な
る
こ
と
〔
こ
れ

よ
り
〕
甚
だ
し
き
は
莫
し
。

つ
ま
り
、
施
す
だ
け
で
は
仁
と
は
言
え
ず
、
自
立
せ
し
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。

総
じ
て
、

『
論
語
訓
』
に
見
え
る
王
闇
運
の
「
貧
」

「
約
」
等
に
対
す
る
解
釈
は
、
経
文
の
単
な
る
説
明
に
停
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら

一
歩
踏
み
出
し
自
ら
の
観
点
を
表
出
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
平
生
の
立
場
と
も
関
わ
り
合
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

『
湘
締
楼
全
書
』
に
『
玉
士
山
』
二
巻
(
光
緒
了
未
一
一
一
十
三
年
)
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
こ
れ
は
王
闇
運
が
衡
州
の
東
洲
書
院
で
行
つ

た
門
人
へ
の
講
義
等
を
輯
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
も
「
貧
」

「
約
」
等
に
つ
い
て
『
論
語
』
の
語
句
を
援
用
し
て
説
明
し
て

い
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
「
論
士
不
必
憂
貧
(
答
疹
春
如
開
ど
で
は
、
「
世

衰
え
て
而
か
る
後

貧
土
有
り
。
土
は
故
よ
り
貧
し
」

と
言
い
、
先
に
挙
げ
た
「
富
而
可
求
」

「
君
子
不
謀
食
」

「
博
施
於
民
」
等
の
章
を
引
き
、
貧
は
憂
う
る
に
足
り
ぬ
こ
と
を
知
り
さ
え

す
れ
ば
、
妄
念
を
去
り
、
心
身
共
に
安
ら
か
と
な
っ
て
、
そ
れ
は
仏
が
乞
食
の
制
を
定
め
た
意
図
と
も
合
致
す
る
の
で
、

「
後
世
の
学

入
、
首
に
須
ら
く
先
づ
此
の
義
を
了
り
、
然
る
後
人
を
立
て
人
を
達
せ
し
む
る
ベ
し
」
と
説
く
。
ま
た
、
為
政
篇
の
「
士
山
尚
子
」
と
は
、



「
悪
衣
悪
食
を
恥
ぢ
ざ
る
の
み
」
(
前
出
)
と
も
言
っ
て
い
る
(
「
論
士
先
志
」
)
。

ま
た
、
王
闇
運
自
身
が
見
聞
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
、
「
佐
賀
」
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
を
た
び
た
び
説
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、

特
に
「
論
耐
貧
(
示
屡
卓
夫
)
」
(
こ
の
一
文
は
『
王
士
山
』
の
他
に
、

『
年
並
立
光
緒
二
十
九
年
七
十
二
歳
条
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
〉

に
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

宋
以
来
「
堅
苦
耐
貧
」
の
風
が
盛
ん
と
な
り
、
む
か
し
自
分
が
曽
(
国
藩
)
軍
に
い
た
時
に
も
そ
こ
で
は
皆
棉
布
を
着
、
乾
莱
を

食
べ
て
い
た
が
、
自
分
は
そ
の
風
潮
に
反
発
し
て
独
り
島
を
着
、
肉
を
食
べ
て
い
た
。
こ
ん
な
こ
と
は
節
行
の
数
の
内
に
入
ら
ぬ

王闇運の貧富論

と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
富
貴
を
得
る
に
つ
れ
て
諸
公
の
様
子
も
変
わ
っ
て
来
た
。
た
ま
た
ま
そ
の
節
倹
を
変
え
ず
に

い
る
者
で
も
、
者
修
を
し
て
い
る
人
聞
に
比
べ
て
政
学
の
面
で
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

教
学
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
三
十
年
た
ち
、

そ
の
間
英
賢
を
探
し
求
め
、

ま
た
多
く
見
て
来
た
が
、
曽
(
国
藩
)
・
左

(
宗
裳
〉
二
公
は
別
と
し
て
そ
の
他
の
者
に
は
往
々
に
し
て
い
ま
だ
富
貴
に
な
っ
て
い
な
い
の
に
春
修
に
趨
る
傾
向
が
あ
る
。
「
乃

ち
知
る
、
人
は
貞
苦
(
苦
に
対
し
て
強
い
)
な
ら
ざ
れ
ば
、
果

侍
む
に
足
ら
ず
。
諸
公
の
人
意
に
満
た
ざ
る
者
は
、
学
の
足
ら

ざ
る
也
。
其
の
功
名
を
立
つ
る
者
は
、
能
く
苦
に
耐
ゆ
る
也
」

「
余
は
堅
苦
な
ら
ず
と
雄
も
、
貧
を
畏
れ
ず
。
今
の
賢
哲
は
、
殆
ど
所
謂

一
た
び
貴
く
な
れ
ば
復
た
賎
し
く
な
る
べ
か
ら
ざ
る

者
な
り
。
尚
ほ
能
く
天
下
の
事
を
任
ぜ
ん
や
。

(
中
略
〉
之
を
要
す
る
に
、
自
立
す
る
に
は
、
当
に
求
む
る
無
き
よ
り
始
む
る
ベ

し
。
能
く
自
ら
立
ち
て
而
る
後
人
を
立
つ
。
是
れ
学
者
の
第
一
の
要
義
な
り
。
豪
華
朕
宕
は
学
を
知
る
に
足
ら
ず
、
疏
食
飲
水
は

正
に
以
て
人
を
観
る
に
足
る
」

55 



56 

こ
こ
で
は
、

「
今
の
賢
哲
」
が
安
逸
騒
惰
に
慣
れ
、
奪
修
の
風
に
染
ま
っ
た
こ
と
を
激
し
く
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
鼎
革
後
の
民
国

二
年
に
も
同
じ
論
旨
を
述
べ
て
い
る
が
笥
年
譜
』
同
年
八
十
二
歳
条
〉
、
そ
こ
で
は
こ
の
風
潮
が
終
に
は
清
朝
の
崩
壊
を
粛
し
た
こ
と
、

「
西
域
の
買
胡
」
が
こ
の
悪
習
を
助
長
し
た
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
、
王
闇
運
が
貧
に
耐
え
る
こ
と
こ
そ
人
と
な
る
上
で
の
最
重
要
課
題
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
彼
の
門
人
の
一
人
は
、

間
運
は
孤
児
よ
り
身
を
起
こ
し
、
若
く
し
て
貴
顕
と
交
わ
っ
た
た
め
、
人
に
侮
辱
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
、
こ
と
さ
ら
に
自
ら
を
高
く

掲
げ
て
「
抗
論
直
詞
」

L
、
障
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
た
め
、

「
学
人
を
以
て
し
て
狂
名
を
得
」
た
の
だ
と
評
し
て
い
る
(
楊
鈎
前
掲

書
巻
十
五
)
。

か
つ
て
曽
軍
に
い
た
諸
人
は
い
づ
れ
も
後
に
高
官
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、

闇
運
の
み
は
敢
え
て
栄
達
に
背
を
向
け
、

一
学
究
と
し
て
身
を
終
え
た
(
年
譜
は
そ
の
転
機
を
同
治
三
年
十
一
月
、

彼
が
三
十
一
一
一
歳
の
時
の
こ
と
と
す
る
)
。
勿
論
そ
れ
は
彼
が

当
時
の
政
治
の
実
相
を
見
極
め
た
上
で
の
決
断
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
一
方
で
は
士
と
し
て
の
志
と
は
何
か
を
沈
思
し
た
結
果
で

も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
彼
は
郷
紳
と
し
て
地
方
政
治
に
一
定
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
志
を
全
う
し
な
が
ら

政
治
に
関
わ
る
た
め
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

今
関
天
彰
は
、
主
闇
運
に
つ
い
て
、

「
好
ん
で
経
世
の
大
略
を
説
く
が
、
実
際
は
迂
遠
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
人
品
は
蝕

程
高
か
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
」
笥
近
代
支
那
の
学
事
』
昭
和
六
年
)
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
闘
運
自
身
が
生
涯
に
一
息
り
そ
の
行
義
を
持

し
続
け
た
た
め
と
言
え
よ
う
。

(
大
学
院
後
期
課
程
学
生
)




