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既
に
遽
べ
旋
如
く
禮
は
天
理
ご
離
れ
π
も
の
で
は
な
い
。
而
し
て
禮
に
和
ご
嚴
こ
の
二
性
質

が
あ
る
ご
考
へ
る
の
も
、
朱
子
に
よ
れ
ば
實
は
禮
の
本
質
た
る
此
の
天
理
ご
三
婆
せ
る
概
念
で
あ

る
。
禮
は
天
理
の
具
禮
現
で
、
其
の
坐
作
進
駐
器
械
等
の
外
部
的
内
容
も
悉
く
天
理
に
合
し
た
も

の
で
あ
る
が
故
に
、
個
入
が
そ
れ
を
任
意
に
取
捨
損
賀
す
る
こ
ご
は
許
さ
れ
な
い
Q
二
巴
も
之
を

犯
し
越
え
る
こ
ご
が
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
〇
　
一
般
入
に
在
っ
て
は
人
欲
氣
稟
の
拘
蔽
を
免

れ
得
な
い
か
ら
、
其
性
の
本
質
元
る
理
の
狡
動
も
自
然
の
儘
で
は
7
3
い
く
多
少
偏
せ
ざ
る
を
得
ぬ
。

激
っ
て
其
働
作
の
如
き
も
決
し
て
禮
と
完
全
に
合
致
す
る
も
の
で
な
い
。
さ
れ
ば
若
し
己
の
動

作
を
し
て
正
し
か
ら
し
め
ん
ご
欲
す
る
人
々
は
、
外
的
に
は
禮
を
標
準
こ
し
て
己
の
動
作
を
正
し

て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
に
於
て
か
此
等
の
入
門
は
禮
の
拘
束
を
混
じ
、
且
つ
又
、
即
言
は
分
毫
も

犯
す
こ
ビ
が
学
士
ぬ
こ
の
意
識
を
持
つ
。
禮
に
關
す
る
此
拘
束
の
戚
ご
不
可
能
の
意
識
ε
が
禮

の
澱
粛
性
の
意
識
で
あ
る
。
禮
に
封
し
て
此
意
識
を
持
つ
下
々
に
ご
つ
て
は
、
禮
は
實
に
嚴
粛
な
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る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
嚴
風
な
る
も
の
ご
し
て
意
識
せ
ら
る
、
禮
は
、
己
に
蓮
べ
た
如
く

自
然
の
理
に
從
っ
て
之
を
品
節
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
節
ビ
し
て
入
に
纏
う
る
も
の
は
無
い

筈
で
あ
る
。
我
性
の
理
の
自
然
の
獲
動
の
儘
に
從
へ
ば
吾
等
の
行
動
は
自
ら
禮
に
合
致
し
得
る
。

さ
れ
ば
聖
．
人
に
在
っ
て
は
何
等
努
力
す
る
こ
ご
な
く
自
然
に
能
く
禮
を
實
質
し
得
る
。
聖
人
に

在
っ
て
は
、
禮
を
實
行
ず
る
際
に
は
禮
の
拘
束
ご
不
可
能
こ
の
意
識
を
生
じ
な
い
。
郎
ち
聖
人
に

は
禮
の
簾
舞
性
の
意
識
な
く
し
て
能
く
禮
を
實
現
し
得
る
。
寧
ろ
禮
は
從
帰
塁
ら
澱
和
な
る
も

の
こ
意
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
、
る
人
に
ご
つ
て
は
禮
は
實
に
禰
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ

れ
ば
禮
本
來
は
嚴
な
る
も
の
で
は
な
一
て
實
に
和
な
る
も
の
で
あ
る
こ
い
へ
・
（
凱
…
蓼
壬
勲
徽
）

　
か
く
禮
の
嚴
理
性
は
、
氣
稟
人
欲
の
建
蔽
を
受
け
る
結
果
性
の
理
の
楼
動
が
妨
げ
ら
れ
て
不
完

全
で
あ
る
峨
々
に
於
て
の
み
意
識
せ
ら
れ
る
の
で
、
性
の
理
が
膚
然
に
完
全
に
饗
動
ず
る
筆
入
に

在
っ
て
は
禮
は
反
っ
て
和
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
禮
を
早
行
す
る
に
堂
っ
で
、
其
の
嚴
粛
…
性
を
戚

す
る
こ
ご
彌
々
深
き
人
は
氣
導
入
欲
の
拘
蔽
の
群
々
縦
な
る
人
で
あ
る
○
　
之
に
反
し
、
此
の
意
識

の
微
か
な
る
人
ほ
ざ
、
換
言
す
れ
ば
禮
の
和
を
瞠
験
す
る
こ
ビ
些
々
深
き
人
ほ
ご
、
其
の
拘
蔽
を
受

く
る
こ
ビ
少
な
き
入
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
究
極
に
達
し
た
の
が
郎
ち
聖
人
で
あ
る
。
故
に
禮

の
嚴
導
管
を
よ
り
少
な
く
域
じ
、
從
っ
て
謹
の
和
を
よ
り
深
く
膿
験
せ
ん
爲
め
に
は
、
氣
購
入
欲
の

　
　
　
朱
子
の
磯
論
に
關
す
ろ
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
歯



1　t　tr｝

　
　
　
哲
學
研
櫨
　
第
百
十
九
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
費

拘
蔽
を
少
な
く
し
て
我
性
の
理
の
登
動
を
自
由
な
ら
し
め
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
が
平
め
に
は
未
子

に
在
っ
て
は
最
も
根
本
的
な
究
理
の
功
夫
か
ら
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
＾
、
禮
の
理
が
明
か
ご
な
る
こ

ざ
に
よ
っ
て
、
や
が
て
彊
の
和
を
膿
験
す
る
こ
ビ
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
彼
は
此
の
事
を
「
御
門
を

入
り
て
鞠
躬
、
位
に
在
っ
て
撒
踏
、
父
坐
し
て
子
は
立
つ
。
荷
も
臣
を
以
て
君
に
事
へ
、
子
を
以
て
父

に
事
ふ
る
、
當
に
響
く
即
す
べ
き
を
知
ら
す
ん
ば
、
終
に
是
れ
が
和
を
解
せ
す
六
語
類
巻
二
＋
二
。
七
枚
）
ε
述

べ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
か
、
る
諸
種
の
禮
は
如
何
な
る
過
程
を
取
っ
て
生
起
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
古
來

禮
の
雪
避
に
關
し
て
下
思
が
あ
る
。
全
然
聖
人
の
創
作
し
た
も
の
こ
爲
す
の
が
筍
子
等
の
主
張

で
あ
る
。
彼
は
日
ふ
「
灘
は
何
よ
り
起
れ
る
や
。
曰
く
、
生
れ
て
欲
有
り
、
欲
し
て
得
ざ
れ
ば
剣
ち
求

む
る
こ
ご
無
き
能
は
す
。
求
め
て
度
量
分
界
な
く
ん
ば
珊
ち
孚
は
ざ
る
能
は
す
。
孚
へ
ば
則
ち

観
れ
、
観
る
れ
ば
則
ち
窮
す
○
先
王
其
の
織
を
悪
む
。
故
に
禮
義
を
制
し
て
以
て
之
を
分
ち
、
以
て

人
の
欲
を
養
ひ
、
人
の
求
を
給
し
、
欲
を
し
て
必
ず
物
を
窮
め
す
、
物
を
し
て
必
ず
欲
に
屈
せ
す
、
爾
者

相
持
し
て
長
ぜ
し
む
。
是
れ
禮
の
起
る
所
な
り
」
（
勝
子
禮
論
）
ご
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
は
生
れ
な
が
ら

に
し
て
肉
騰
的
欲
望
が
あ
る
。
欲
望
は
物
質
に
よ
っ
て
満
足
せ
し
め
ら
れ
る
○
此
欲
望
を
宿
由

に
放
任
す
れ
ば
求
め
て
飽
く
時
が
な
い
。
若
し
萬
人
が
求
め
て
飽
か
な
い
な
ら
ば
、
師
ち
有
限
な
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る
物
質
を
凡
て
の
人
々
が
無
限
に
求
め
る
な
ら
ば
、
各
個
人
の
間
に
は
乱
闘
を
免
れ
な
い
。
事
圏

す
れ
ば
飢
れ
、
誉
れ
る
ご
窮
す
る
に
至
る
。
先
王
は
心
肝
を
悪
ん
で
之
を
防
が
ん
ご
欲
し
た
。
之

を
防
ぐ
に
は
其
の
根
源
た
る
欲
望
の
無
限
の
満
足
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
○
各
個
人
の
欲

求
を
制
限
し
て
土
入
が
適
當
に
之
を
満
し
得
る
機
に
先
王
は
禮
義
を
制
し
た
、
こ
い
ふ
の
で
あ
る
Q

故
に
、
筍
子
は
、
聖
人
が
禮
を
制
定
し
て
後
始
め
て
人
は
孚
圏
を
止
め
る
様
に
な
っ
た
。
禮
の
制
定

せ
ら
れ
な
い
以
前
の
人
々
に
在
っ
て
は
、
唯
磁
壁
の
み
あ
っ
て
何
等
の
共
同
生
活
が
行
は
れ
な
か

っ
た
。
自
己
の
カ
に
よ
っ
て
自
己
の
欲
望
を
抑
塵
し
、
以
て
他
人
の
幸
輻
を
堰
進
せ
し
め
る
標
な

就
園
的
風
習
は
全
く
無
か
っ
た
。
聖
入
起
っ
て
爵
己
の
意
の
儘
に
禮
を
創
号
し
て
始
め
て
共
同

生
活
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
、
ビ
考
へ
た
。
我
國
の
租
稼
の
如
き
も
亦
禮
を
聖
入
の
創
造
し
た
も

の
ご
爲
す
の
で
あ
る
（
辮
道
）
○

　
然
る
に
朱
子
は
禮
の
発
源
に
晒
し
て
葦
子
ご
異
な
っ
た
見
解
を
持
っ
て
み
た
。
語
聾
悠
入
十

五
の
葉
賀
孫
の
蘇
に
「
儀
禮
は
是
れ
古
人
豫
め
一
書
を
作
り
て
此
の
如
く
な
ら
す
。
初
問
只
義
を

以
て
量
り
、
漸
…
々
相
恩
馨
し
得
て
好
く
、
只
鳳
町
巧
に
、
情
文
極
め
て
細
密
極
め
て
周
聖
な
る
威
に
至
る
。

潮
入
此
の
意
志
の
好
き
を
見
、
故
に
録
し
て
書
を
成
す
」
ご
あ
る
。
さ
れ
ば
朱
子
に
よ
れ
ば
、
今
日
残

れ
る
禮
の
テ
キ
ス
ト
は
聖
人
が
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ご
も
、
其
の
適
所
的
事
實
π
る
燈
そ
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の
も
の
ま
で
も
創
造
し
た
の
で
は
な
い
。
逓
降
揖
譲
等
の
外
面
的
動
作
や
、
禮
に
用
ふ
る
衣
服
器

械
類
の
如
き
、
其
の
初
め
は
義
を
以
て
人
情
の
良
然
に
從
ふ
所
か
ら
登
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
孟

子
膿
交
公
上
篇
に
、
昔
親
の
屍
を
放
棄
し
、
他
日
嬢
子
之
を
過
ぐ
る
に
悲
惨
い
ふ
べ
か
ら
す
。
其
子

混
然
ご
し
て
汗
出
で
、
途
に
其
屍
を
掩
覆
し
た
。
是
れ
入
情
の
自
然
で
あ
っ
て
決
し
て
人
の
爲
め

に
観
す
の
で
は
無
い
、
ご
の
意
昧
の
語
が
あ
る
が
、
朱
子
は
之
に
注
し
て
「
此
葬
埋
之
禮
所
出
由
起
一
也
」
ε

述
べ
て
居
る
。
親
の
屍
を
見
て
途
に
之
を
掩
覆
し
た
。
走
れ
人
情
の
騒
然
に
遷
っ
た
の
で
あ
る
。

此
の
掩
覆
の
事
實
が
歳
月
の
推
移
ご
共
に
親
仁
行
せ
ら
れ
て
風
習
ご
な
っ
た
。
此
の
風
習
が
只

管
巧
ε
な
り
、
時
代
ご
共
に
織
留
極
め
て
偵
察
に
、
極
め
て
周
経
な
る
所
に
達
し
た
。
此
に
於
て
聖

人
は
其
の
風
習
の
善
き
を
見
て
途
に
之
を
録
し
て
書
ご
延
し
た
の
で
あ
る
。
其
他
の
諸
禮
亦
皆

薫
り
で
あ
る
。
禮
の
・
7
キ
r
　
，
主
す
る
以
前
、
聖
人
出
つ
る
以
前
、
已
に
風
習
ε
し
て
其
の
實
際

は
行
は
れ
て
る
た
も
の
で
あ
る
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
、
テ
キ
ス
ト
に
載
れ
る
禮
は
古
の
風
習
そ
の
ま
、
で
あ
る
か
Q
彼
は
淡
し
て
左
機
に
は

考
へ
な
い
。
　
風
習
質
倉
禮
で
は
な
い
G
　
聖
人
は
此
風
習
に
加
工
．
し
た
。
既
に
行
は
れ
て
る
た
風

習
を
素
材
ε
し
て
之
を
一
層
純
粋
化
し
合
理
化
し
た
の
が
禮
で
あ
る
。
語
類
窓
九
十
一
に
【
誰
は

皮
を
以
て
之
を
爲
る
。
今
の
水
櫓
の
如
く
相
似
た
り
。
蓋
し
古
今
未
だ
衣
服
有
ら
ざ
る
時
、
且
ら
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く
鳥
獣
の
皮
を
取
り
來
っ
て
前
面
後
面
を
遮
れ
り
。
後
世
墨
入
服
を
制
し
て
此
者
を
去
ら
ざ
る

は
古
を
忘
れ
ざ
る
を
示
す
な
り
」
（
六
枚
）
ご
見
え
る
如
く
、
服
制
で
も
聖
人
が
全
然
新
た
に
創
作
し
た

も
の
で
は
な
く
、
風
習
に
從
っ
て
制
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
然
し
風
習
其
癖
で
は
な
い
ご
考
へ
た
こ

ご
は
明
か
で
あ
る
。
從
っ
て
、
若
し
今
日
聖
人
が
出
て
禮
を
制
定
す
る
に
し
て
も
叉
同
じ
く
今
日

の
風
習
に
從
っ
て
制
定
す
る
に
相
撃
な
い
こ
の
彼
の
意
見
が
語
類
に
屡
々
見
え
て
居
る
の
で
あ

る
（
町
君
十
九
、
胡
泳
錐
等
）
。
母
子
租
彼
等
が
禮
の
凡
て
を
聖
人
の
創
造
ご
興
す
の
こ
は
甚
だ
異
な
り
、
反

っ
て
眞
を
得
た
思
想
ご
思
は
れ
る
○

　
果
し
て
然
ら
ば
、
如
何
な
る
主
義
標
準
に
よ
っ
て
輝
輝
は
風
習
に
加
工
し
た
の
で
あ
る
か
。
從

っ
て
叉
加
工
す
べ
き
も
の
ε
爲
す
の
で
あ
る
か
。
朱
子
の
説
く
所
を
穿
る
に
、

　
一
、
人
情
に
短
き
、
之
を
霊
さ
し
む
る
檬
に
禮
の
外
面
的
形
式
を
定
め
る
こ
ご
Q

　
年
記
問
軍
畑
に
曰
く
、
死
し
て
直
に
思
せ
す
、
三
口
の
後
に
劔
す
る
は
、
死
者
の
再
び
甦
ら
ん
こ
と

を
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
死
ん
だ
以
上
其
の
甦
ら
ざ
る
こ
ご
は
三
日
号
侯
た
す
し
て
明
か

で
あ
る
9
そ
れ
に
も
係
ら
す
爾
且
つ
三
日
を
侯
っ
て
然
る
後
始
め
て
劔
す
る
の
が
禮
で
あ
る
。

聖
人
が
、
蘇
生
を
希
う
て
止
ま
澱
人
情
を
盤
さ
し
め
ん
こ
欲
せ
し
や
知
る
べ
し
ご
。
禮
の
坐
作
進

退
の
み
な
ら
嚢
の
衣
服
器
械
に
至
る
ま
で
も
掛
入
情
を
難
し
め
る
様
に
加
工
し
た
・
耐
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を
喪
服
に
取
れ
ば
、
喪
に
當
っ
て
は
哀
戚
の
情
が
深
刻
で
あ
る
。
故
に
其
服
も
亦
此
哀
情
を
整
さ

し
め
る
様
に
制
せ
ら
れ
た
。
儀
禮
喪
服
の
鄭
注
に
「
前
に
衰
有
り
、
後
に
看
板
有
り
、
左
右
に
辟
領
有

り
、
孝
子
は
面
諭
在
ら
ざ
る
所
無
し
」
ご
あ
る
は
之
を
知
る
に
足
る
。
　
而
し
て
此
等
の
思
想
は
朱
子

の
承
く
る
所
と
な
っ
た
。
朱
子
は
謂
ふ
「
古
の
喪
禮
は
極
め
て
二
審
で
あ
る
。
親
の
死
に
際
し
て

は
子
の
哀
は
極
め
て
痛
切
深
甚
で
あ
る
。
か
、
る
哀
話
荒
蕪
の
際
に
方
っ
て
ゼ
う
し
て
斯
く
の

如
き
量
器
な
古
禮
を
「
向
丘
ふ
事
が
出
漁
よ
う
。
然
る
に
古
に
在
っ
て
は
此
の
繁
褥
な
禮
も
能

く
實
志
せ
ら
れ
、
然
も
能
く
人
情
を
悔
し
得
淀
の
は
、
禮
を
助
け
て
之
を
導
き
行
は
し
め
る
人
が
有

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
今
日
は
古
の
如
く
禮
を
傍
か
ら
助
け
行
は
し
め
る
者
も
届
ら
ぬ
。

故
に
若
し
強
ひ
て
一
々
脅
ら
之
を
實
行
せ
ん
ご
す
れ
ば
其
の
方
に
の
み
心
を
奪
は
れ
て
反
っ
て

哀
戚
の
情
は
濡
失
す
る
に
相
蓮
な
い
。
さ
れ
ば
も
つ
ビ
簡
輩
な
も
の
に
改
め
て
其
哀
戚
の
情
を

盤
さ
し
め
る
も
の
こ
し
な
く
て
は
な
ら
墾
（
語
類
巷
八
十
九
櫃
錐
）
ご
○
此
に
由
っ
て
蒸
れ
ば
、
朱
子
が
禮

は
人
情
を
霊
さ
し
め
る
標
に
改
め
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
濾
ご
考
へ
淀
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
。

　
然
し
、
人
情
を
鑑
さ
し
め
る
ご
言
っ
て
も
n
自
然
に
務
生
す
る
情
を
そ
の
ま
、
悉
く
満
足
せ
し
め

る
こ
い
ふ
意
味
で
無
い
こ
ご
は
勿
論
で
あ
る
。
情
を
合
理
的
に
盤
さ
し
め
る
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
、
情
の
質
ビ
量
ご
を
合
理
的
に
黙
さ
し
め
る
標
に
加
工
せ
ね
ば
な
ら
滋
Q
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情
の
足
ら
ざ
る
は
之
を
達
せ
し
め
、
過
ぐ
る
は
之
を
絶
し
て
、
義
に
合
す
る
様
に
盤
さ
し
め
る
底
に

禮
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
響
岩
瑞
は
古
鐘
が
此
心
得
を
以
て
制
定
せ
ら
れ
セ
る
こ
ご
を

論
じ
て
「
乱
入
禮
を
制
す
る
や
、
情
義
余
ね
盤
す
。
專
ら
情
を
主
ε
す
れ
ば
期
ち
親
し
み
て
奪
ば
す
○

必
ず
將
に
褻
慢
に
流
れ
ん
こ
す
。
専
ら
義
を
主
こ
す
れ
ば
則
ち
奪
び
て
親
し
ま
す
。
必
ず
疏
澗

に
失
す
る
に
至
る
。
惟
古
禮
は
能
く
兼
ね
上
し
て
偏
重
せ
す
」
（
三
子
麺
論
）
ビ
い
ひ
、
或
は
禮
記
檀
弓
下

璽
禮
は
情
を
微
ぐ
者
有
り
。
故
を
以
て
物
に
興
る
者
有
り
○
直
情
に
し
て
裡
行
ず
る
者
有
り
。

戎
秋
の
遣
な
り
。
禮
の
遁
は
則
ち
然
ら
す
」
（
子
淋
語
）
の
如
き
、
何
れ
も
禮
は
情
を
悉
く
満
足
せ
し
め

る
の
で
は
な
く
、
實
に
宜
し
き
に
合
し
て
藩
さ
し
め
る
…
糠
に
制
定
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
こ

ε
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
思
想
が
叉
未
子
の
思
想
で
あ
る
こ
ご
は
今
迄
述
べ
て
來

た
所
に
よ
っ
て
自
ら
明
か
で
あ
る
ビ
思
ふ
。

　
二
、
禮
を
受
く
る
者
の
幸
輻
を
顧
慮
し
て
制
す
る
こ
ご
。

　
語
類
糊
入
十
九
に
「
禮
、
壌
中
生
禮
の
属
を
用
ふ
る
は
、
之
を
久
し
う
し
て
必
ず
潰
解
し
、
却
っ
て
姦

蟻
を
引
く
。
亡
者
の
望
め
に
久
遠
を
慮
る
所
以
に
非
す
。
古
人
鑛
中
物
を
旨
く
こ
ご
甚
だ
多
し
。

某
を
以
て
之
を
掘
る
に
、
禮
文
の
意
太
だ
備
は
れ
ば
則
ち
防
患
の
意
反
っ
て
足
ら
す
。
之
を
要
す

る
に
只
當
に
久
遠
を
慮
り
、
土
を
し
て
膚
に
親
つ
か
し
む
る
こ
ご
な
か
る
べ
き
の
み
」
（
＋
三
枚
）
と
見

　
　
　
朱
子
の
禮
論
に
關
す
る
「
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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え
て
居
る
Q
死
者
に
卑
し
て
も
樹
其
久
遽
の
幸
騙
を
希
う
て
止
ま
ざ
る
は
人
情
の
美
は
し
い
所

で
あ
る
。
塘
…
中
に
生
壁
の
厨
を
用
ひ
て
其
が
嘗
め
に
反
っ
て
鐡
蟻
を
引
き
、
屍
を
し
て
早
く
朽
敗

せ
し
め
る
の
は
死
者
の
幸
編
を
希
ふ
者
の
能
く
忍
び
ざ
る
所
で
あ
る
Q
唯
禮
は
死
者
久
蓮
の
幸

編
を
實
現
せ
し
め
る
駕
、
生
禮
の
属
を
用
ひ
す
、
屍
を
し
て
直
接
土
に
接
せ
し
め
ざ
る
様
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
死
者
の
幸
薦
を
破
壊
す
る
が
如
き
禮
に
は
從
ふ
べ
き
で
な
い
、
ご
の
論
で
あ
る
。

之
を
一
般
的
に
言
へ
ば
、
禮
は
禮
を
黒
く
る
者
の
永
久
の
三
綱
を
實
現
す
る
機
に
制
す
べ
き
で
あ

る
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。
但
、
幸
町
を
希
ふ
入
情
を
盤
さ
し
め
る
瓢
か
ら
い
へ
ば
此
も
亦
一
に
厨
せ

も
め
る
こ
ご
が
出
來
る
。

　
三
、
時
代
に
適
す
る
標
に
鋼
定
す
る
こ
ご
Q

　
禮
記
禮
器
篇
に
「
禮
は
時
を
大
ご
爲
す
。
…
…
：
…
…
発
、
舜
に
授
け
、
舜
、
禺
に
授
け
、
湯
、
桀
を
放
ち
，
武
王
、

討
を
伐
つ
は
時
な
り
。
云
々
菩
あ
る
。
之
を
注
し
て
二
言
は
「
命
を
受
け
刷
度
を
改
む
る
を
言
ふ
」

こ
い
ひ
、
陳
瀦
は
「
尭
舜
湯
武
の
事
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
各
層
の
時
に
随
ふ
の
み
。
聖
王
命
を
受
け

天
下
を
得
る
や
、
必
ず
…
代
の
二
等
を
定
む
。
或
は
因
り
、
或
は
革
め
、
餐
天
時
の
宜
し
き
に
随
ふ
。

故
に
時
を
大
ビ
嬬
す
ご
云
ふ
な
り
。
云
々
」
こ
い
っ
て
居
乃
。
禮
は
時
の
宜
し
き
に
随
っ
て
制
す

る
を
必
要
ε
爲
す
の
が
維
丈
の
意
で
あ
る
こ
ご
は
、
五
言
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
が
、
朱
子
も
亦
此
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意
を
承
け
て
口
う
「
禮
は
時
を
大
ご
爲
す
。
…
…
・
・
－
－
古
禮
此
く
の
如
く
零
砕
繁
冗
、
今
堂
に
行
ふ
可

け
ん
。
　
亦
蒔
に
随
っ
て
裁
損
す
る
を
得
る
の
み
」
（
魂
胆
巷
入
四
。
二
枚
）
ご
〇

　
四
、
本
始
を
忘
れ
す
、
之
に
保
存
す
る
標
に
制
す
る
こ
ご
。

　
禮
記
に
「
禮
は
坊
本
を
忘
れ
す
云
々
」
（
檀
弓
上
）
ご
あ
り
、
叉
「
禮
な
る
者
は
本
に
反
り
古
を
修
め
其
始

め
を
忘
れ
ざ
る
も
の
な
り
」
（
鰹
器
）
ご
見
え
て
居
る
。
此
に
所
謂
る
本
ご
は
本
国
の
謂
で
あ
る
。
本

始
を
忘
れ
す
ご
は
其
の
初
め
の
風
習
の
質
な
る
時
に
用
ひ
た
品
物
を
、
後
代
文
な
る
時
の
野
中
に

保
存
し
、
以
て
右
を
忘
れ
ざ
る
の
謂
で
あ
る
。
　
後
の
禮
に
尚
ほ
玄
酒
を
用
ひ
、
子
馬
を
食
ひ
、
大
奨
を

場
ふ
る
が
如
き
部
ち
是
で
あ
る
○
此
の
思
想
は
又
朱
子
の
承
く
る
所
こ
な
っ
て
，
彼
も
考
古
の
聖

人
禮
を
側
す
る
や
其
本
始
を
忘
れ
す
之
を
里
中
に
保
存
し
た
こ
考
へ
た
。
前
に
取
寒
し
た
語
類

懇
九
十
一
の
「
羅
は
皮
を
以
て
之
を
爲
る
云
左
は
穿
ち
之
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
五
、
往
來
あ
ら
し
め
る
様
に
制
す
る
こ
ご
。

　
禮
記
曲
禮
に
「
禮
は
往
來
を
爾
ぶ
、
往
い
て
來
ら
ざ
る
は
禮
に
非
ざ
る
な
り
。
來
っ
て
往
か
ざ
る

も
早
耳
に
非
ざ
る
な
り
」
ご
あ
る
。
往
來
を
備
ぷ
の
は
禮
の
一
特
質
で
あ
る
Q
聖
人
は
之
を
省
ん

で
往
來
あ
ら
し
め
る
標
に
膿
を
刷
適
し
だ
の
で
あ
る
。
獄
じ
て
必
ず
酢
し
、
乱
し
て
必
ず
著
す
る

が
如
き
は
燕
禮
に
於
け
る
地
曳
で
あ
る
。
婦
、
翼
姑
に
署
す
れ
ば
、
翼
姑
、
婦
を
饗
す
る
が
如
き
は
昏

　
　
　
朱
子
の
禮
論
に
闘
す
ろ
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
三
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禮
に
見
れ
た
る
往
來
の
一
例
で
あ
る
。
朱
子
も
禮
の
往
來
を
述
べ
て
曰
く
「
禮
也
短
骨
也
」
、
儀
禮
経
傳

通
解
禮
樂
詑
）
ご
。
以
て
彼
が
、
禮
の
制
定
に
は
往
來
を
顧
慮
し
た
ε
考
へ
た
こ
ご
は
推
知
す
る
こ
ご

が
出
來
る
。

　
六
、
慮
の
宜
し
き
に
從
っ
て
制
す
る
こ
ご
。

　
禮
記
王
制
に
、
廣
谷
大
川
は
各
其
形
象
を
異
に
し
其
の
聞
に
生
す
る
民
も
亦
此
等
自
然
の
影
響

を
受
け
て
俗
を
異
に
し
て
居
る
。
夫
々
其
の
場
所
に
宜
し
き
風
俗
が
あ
り
、
器
械
衣
服
五
味
が
あ

る
Q
聖
人
は
其
の
禮
儀
を
修
む
る
も
其
俗
を
易
へ
す
し
て
之
に
從
ひ
、
其
の
政
を
齊
う
す
る
も
其

の
宜
し
き
を
易
へ
す
し
て
之
に
從
ふ
。
約
言
す
れ
ば
、
聖
人
は
各
地
の
風
俗
習
慣
を
重
ん
じ
、
之
に

從
っ
て
其
の
禮
儀
を
修
め
、
刑
禁
を
定
め
る
こ
い
ふ
意
味
の
こ
ご
が
述
べ
ら
れ
て
居
る
。
　
蓋
し
、
聖

人
禮
を
制
す
る
や
、
凡
て
の
場
所
に
崩
す
る
標
な
禮
を
制
す
る
の
で
は
な
い
○
各
地
の
宜
し
き
に

從
っ
て
制
す
る
の
で
あ
る
。
朱
子
曰
く
「
出
れ
三
王
禮
を
制
す
、
…
…
…
…
…
心
事
氣
の
宜
し
き
に
合

す
7
丈
集
巷
二
＋
四
答
張
欽
夫
書
）
ご
（
）
是
れ
其
の
思
想
で
あ
る
。

　
上
述
の
如
き
諸
頭
語
を
顧
慮
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
三
春
は
、
画
風
の
規
範
こ
し
て
當
時
の
入
々

の
油
島
を
規
定
し
、
入
戸
は
之
に
從
ふ
こ
ご
を
正
當
ご
思
惟
し
た
の
で
あ
る
が
、
此
禮
が
規
範
ご
し

て
有
す
る
数
果
は
淡
し
て
永
久
に
感
恩
す
る
も
の
で
は
な
い
。
時
代
の
推
移
ε
共
に
墾
化
改
良
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し
て
行
か
ね
ば
其
の
数
果
は
存
面
出
來
ぬ
。
二
野
は
古
の
儘
で
は
後
澄
に
通
用
し
得
訟
事
が
屡

々
あ
る
○
上
述
の
禮
制
定
の
第
三
標
準
の
必
要
な
る
所
以
で
あ
る
Q
聖
入
寂
禮
を
制
す
る
や
其

時
の
宜
し
き
に
從
つ
た
。
段
ち
其
藻
魚
の
冠
會
的
事
情
を
顧
慮
し
て
宜
し
き
に
合
す
る
標
制
定

し
た
。
然
る
に
痛
惜
は
時
嘘
共
に
墾
化
す
る
。
巌
密
な
る
意
味
に
於
て
同
一
な
る
事
情
は
存
し

得
な
い
。
各
時
代
は
其
の
冠
會
的
事
情
を
異
に
し
て
居
る
。
赦
に
一
時
代
の
事
情
に
宜
し
き
禮

が
、
次
の
時
代
に
適
し
な
く
な
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
論
語
に
「
子
曰
は
く
、
麻
冤
は
禮
な
う
。
今
や

純
は
強
な
b
。
　
面
面
に
從
は
ん
」
（
子
輩
）
ε
あ
る
。
　
郎
ち
麻
冤
は
古
意
で
あ
る
が
、
孔
子
の
當
時
に
至

っ
て
は
純
を
用
ふ
る
の
が
一
般
の
風
習
ε
な
っ
て
み
た
。
孔
子
は
心
血
の
古
禮
を
捨
て
、
今
の

純
に
從
は
ん
こ
い
は
れ
た
の
で
あ
る
○
麻
冤
の
古
禮
が
孔
子
の
當
温
容
に
行
は
れ
す
、
然
も
不
適

面
こ
な
っ
て
み
た
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
。
但
、
時
代
は
移
り
事
情
は
憂
化
し
て
も
、
萬
代
の
禮
が
今

に
宜
し
き
も
の
も
あ
る
。
孔
子
が
其
の
直
ぐ
次
に
、
下
に
拝
す
る
は
禮
で
あ
る
が
、
今
や
上
に
持
す

る
。
自
分
は
【
般
風
習
ご
過
っ
て
も
古
礼
に
從
ひ
蒼
い
、
こ
い
っ
て
居
ら
れ
る
の
で
之
を
知
る
こ

ご
が
二
丁
る
。
孔
子
は
、
そ
れ
が
古
禮
で
あ
ら
う
ご
其
當
時
の
風
習
で
あ
ら
う
ご
、
一
に
そ
れ
が
其

等
時
の
宜
し
き
に
合
し
て
義
に
害
な
き
方
に
從
は
う
こ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
朱
子
も
亦
「
古
禮

は
繁
繕
、
後
入
禮
に
於
て
日
に
盆
々
三
竿
、
悟
れ
ざ
も
今
に
居
っ
て
古
墳
を
行
は
ん
こ
欲
す
る
も
亦

　
　
　
朱
子
の
禮
論
に
隔
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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恐
ら
く
は
惜
文
相
幕
は
す
云
々
」
（
語
類
巻
入
＋
閥
。
一
枚
ざ
」
か
コ
ニ
代
の
際
禮
経
備
は
れ
り
Q
詣
れ
ざ
も
其

の
今
に
存
す
る
も
の
、
宮
癒
四
百
の
制
，
出
入
起
居
の
節
、
皆
巳
に
世
に
宜
し
か
ら
す
。
云
々
」
（
家
麗
序
）

ご
田
っ
て
、
古
禮
が
朱
子
の
臨
時
適
し
な
く
な
っ
た
こ
ご
を
述
べ
て
居
る
。

　
さ
れ
ば
古
里
は
時
代
に
よ
っ
て
二
化
改
良
を
加
へ
ね
ば
な
ら
澱
。
又
、
事
實
改
良
せ
ら
れ
て
家

た
。
　
例
へ
ば
、
老
を
養
ふ
に
、
有
権
氏
は
燕
禮
を
以
て
－
旨
憂
患
氏
に
饗
禮
を
以
て
し
、
歯
入
は
食
禮
を

以
て
し
、
愚
人
に
な
っ
て
は
修
め
て
之
を
兼
ね
用
ふ
る
に
至
っ
た
（
二
上
王
剃
亜
属
）
。
或
は
又
、
唐
以
前
に

点
て
は
父
在
せ
ば
母
の
爲
め
に
期
、
婦
は
更
姑
の
撮
め
に
期
で
あ
っ
た
が
、
唐
以
後
に
及
ん
で
は
何

れ
も
三
年
の
喪
に
服
す
る
に
至
っ
た
（
皮
錫
瑞
．
三
禮
無
論
謬
照
）
等
は
郎
ち
是
で
め
る
。
朱
子
も
亦
語
類
の

到
る
慮
に
（
谷
八
＋
阻
、
八
＋
七
等
）
古
禮
は
繁
縛
に
過
ぎ
て
居
る
か
ら
今
H
の
世
に
は
用
ふ
る
こ
ご
が
出
　

來
な
い
、
宜
し
く
今
の
時
代
に
適
す
る
簡
易
な
禮
を
制
す
べ
き
て
あ
る
ε
の
意
見
を
述
べ
て
古
禮

の
改
良
す
べ
き
こ
ご
．
を
認
め
て
居
る
。

　
禮
は
か
く
時
代
の
推
移
ご
共
に
養
化
改
良
せ
ね
ば
な
ら
澱
こ
し
て
も
、
朱
子
に
よ
れ
ば
禮
そ
の

も
の
の
凡
て
を
愛
化
せ
し
め
る
ご
い
ふ
の
で
は
な
い
。
禮
の
墾
化
改
良
す
る
部
分
は
輩
・
に
外
面

的
形
式
の
み
に
止
ま
る
。
禮
に
内
在
す
る
當
然
の
理
に
至
っ
て
は
、
千
萬
世
ご
雛
も
清
滅
罪
化
す

る
も
の
で
は
な
い
Q
故
に
彼
は
、
論
語
爲
政
篇
の
十
世
知
る
べ
き
や
ビ
の
子
張
の
問
に
甥
ふ
る
孔



　
子
の
語
に
注
し
て
、
禮
の
大
男
た
る
三
綱
五
常
は
永
久
不
墾
で
あ
る
。
只
夏
般
周
が
損
思
し
た
も

　
の
は
其
の
制
度
文
爲
に
過
ぎ
濾
云
々
マ
」
説
い
て
居
る
。
三
型
憲
二
十
四
に
は
、
因
る
所
の
禮
は
是

　
れ
天
の
倣
す
底
、
故
に
時
に
随
っ
て
里
長
す
」
（
二
＋
入
枚
）
ご
あ
り
、
叉
、
禮
の
「
綱
常
は
千
萬
年
磨
滅
し
得
す
。

　
只
隔
れ
盛
衰
消
長
の
勢
慮
ら
巳
む
べ
か
ら
す
。
盛
ん
に
し
て
叉
衰
へ
、
衰
へ
て
又
盛
ん
に
、
其
勢
此

　
く
の
如
し
。
　
云
々
」
（
三
＋
枚
）
ご
日
っ
て
居
る
。
　
所
謂
る
天
理
に
盛
衰
あ
り
ご
は
、
人
の
之
を
實
行
す

　
る
こ
芝
の
多
少
を
意
味
す
る
の
み
。
天
理
そ
の
も
の
に
盛
衰
あ
り
こ
い
ふ
の
で
は
な
い
。
禮
は

　
天
理
の
単
文
で
あ
る
。
天
理
は
恒
久
不
慶
で
あ
る
。
其
の
愛
化
す
る
も
の
は
単
文
で
あ
る
。
節

　
文
た
る
外
面
的
形
式
に
墾
化
改
良
を
興
へ
る
こ
ご
に
よ
っ
て
、
禮
は
行
爲
の
規
範
こ
し
て
の
便
値

　
を
持
績
す
る
こ
ご
が
嵩
來
る
．
ワ

　
　
古
禮
は
朱
子
の
頃
に
至
っ
て
は
實
に
複
雑
極
ま
る
も
の
、
繁
密
極
ま
る
も
の
こ
戚
せ
ら
る
、
標

　
に
な
っ
た
こ
ビ
は
、
語
類
の
諸
所
に
反
復
し
て
述
べ
て
居
る
○
然
し
か
、
る
古
禮
も
古
に
在
っ
て

　
は
能
く
蟹
行
せ
ら
れ
て
る
た
も
の
で
，
人
々
は
其
の
禮
の
中
に
生
長
し
て
見
聞
は
悉
く
禮
で
あ
っ

　
た
。
七
っ
て
入
々
は
自
ら
之
に
馴
れ
て
何
等
の
困
難
も
な
く
實
行
し
得
た
。
然
る
に
朱
子
の
當

　
時
に
在
っ
て
は
「
此
の
・
如
く
繁
密
、
必
ず
行
ふ
べ
か
ら
す
」
（
触
点
巻
八
＋
四
。
二
枚
）
こ
い
ふ
歌
態
こ
な
っ
た
。

　
さ
れ
ば
此
の
古
禮
を
改
め
て
門
並
す
簡
易
疏
萢
之
を
見
て
知
り
易
く
之
を
推
し
て
行
ひ
易
か
ら
し

瑠
、　

　
　
　
　
未
子
の
鵜
論
に
闘
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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輿
入

む
べ
き
」
で
あ
る
（
同
上
）
。
　
一
例
を
言
へ
ば
「
昏
禮
に
婦
嫁
1
．
）
て
三
月
の
後
紐
見
す
る
古
禮
を
改
め
て
、

第
二
に
鼠
姑
に
見
え
、
第
三
田
に
鳥
見
し
て
宜
し
い
。
今
H
は
三
月
の
久
し
き
を
侯
つ
こ
ご
が
覆

來
ぬ
』
総
点
叡
感
の
，
古
禮
を
並
行
す
る
場
合
に
は
、
其
の
言
僻
へ
三
鷹
之
僻
、
虚
円
之
戒
の
類
）
は
騰
り

易
き
今
の
俗
語
に
改
め
て
可
」
（
語
類
巷
入
＋
九
淳
及
時
暴
讐
ε
言
っ
て
居
る
。
　
然
ら
ば
語
誌
な
る
古
禮
が

古
に
實
行
せ
ら
れ
て
今
に
實
賭
せ
ら
れ
な
い
の
は
何
故
か
。
其
の
主
原
因
は
「
蓋
し
入
質
簡
便
に

漉
く
が
故
」
（
語
二
等
入
＋
四
。
三
枚
）
で
あ
る
。
　
彼
に
よ
れ
ば
古
は
人
情
極
め
て
密
で
あ
っ
沈
⊃
　
從
っ
て
此

の
入
情
に
基
き
整
さ
し
め
る
禮
も
亦
極
め
て
繁
纏
で
あ
っ
た
。
古
に
在
っ
て
は
情
ご
禮
の
文
と

は
相
繕
っ
て
み
た
。
面
縛
な
る
古
禮
の
よ
く
行
は
れ
た
所
以
で
あ
る
。
然
る
に
人
憐
は
時
代
ε

共
に
次
第
に
簡
便
に
趨
く
に
至
っ
た
。
人
情
既
に
簡
便
に
趨
け
ば
、
鎧
亦
簡
便
な
ら
ざ
れ
ば
惜
文

は
相
繕
は
譲
。
古
平
脳
が
今
に
行
は
れ
難
い
所
…
以
で
あ
る
ざ
考
へ
た
○
彼
が
家
禮
の
編
W
纂
も
此
か

る
精
憩
か
ら
蓮
つ
た
も
の
で
あ
る
○

　
聖
入
は
兎
に
角
、
氣
稟
二
丁
の
拘
蔽
を
著
く
る
者
に
在
っ
て
は
、
必
ず
禮
に
よ
っ
て
膚
己
を
規
定

し
て
始
め
て
情
の
宜
し
き
を
盤
し
、
外
的
行
爲
も
道
徳
的
に
正
し
き
を
得
る
。
　
初
め
は
禮
に
随
っ

て
行
動
す
る
が
、
常
に
之
に
從
っ
て
居
れ
ば
皮
錫
瑞
も
言
へ
る
様
に
「
自
然
に
日
南
陵
急
難
の
氣
は
畳

え
ざ
る
に
潜
心
し
」
以
て
習
慣
は
形
成
せ
ら
れ
、
途
に
は
濃
の
束
縛
の
意
識
な
く
、
能
く
安
じ
て
禮
に



合
し
だ
行
爲
を
幽
し
得
る
に
至
る
。
此
境
地
は
儒
敷
の
理
想
ご
爲
す
所
で
あ
る
。
吾
等
を
し
て

此
の
理
想
境
に
劃
蓬
せ
し
め
ん
努
め
購
入
は
禮
を
制
し
た
。
そ
し
て
禮
の
道
徳
酌
儂
値
も
實
に

此
に
存
す
る
ご
朱
子
は
考
へ
た
の
e
あ
る
。
（
終
り
）

1｛｛

朱
子
の
禮
論
に
驕
す
ろ
｛
考
察

九
九


