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儒
家
の
思
想
は
、
紀
元
前
六
世
紀
頃
、
孔
子
が
確
立
し
、
孟
子
や
荀
子
等
が
発
展
さ
せ
た
。
や
が
て
古
代
の
中
国
で
思
想
界
の
中
心
を
占

め
る
に
至
っ
た
が
、
こ
れ
が
ア
ジ
ア
各
国
に
広
が
り
、
一
つ
の
世
界
精
神
に
ま
で
な
っ
た
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
朱
子
学
の
功
績
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き
い
。

　

朱
子
学
を
唱
え
た
朱
子
（
朱
熹
）
は
、
十
二
世
紀
の
宋
代
に
活
躍
し
た
儒
者
で
あ
る
。
儒
学
の
体
系
化
を
試
み
、
道
教
や
仏
教
の
思
想
を

積
極
的
に
取
り
入
れ
た
。
す
な
わ
ち
、世
界
や
人
間
を
仏
教
的
な
「
理
」
と
道
教
的
な
「
気
」
の
二
元
論
で
統
一
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
。

「
理
」
は
禅
仏
教
を
経
由
し
た
華
厳
思
想
か
ら
、「
気
」
は
道
教
の
宇
宙
生
成
論
か
ら
、
と
り
わ
け
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
。

　

朱
子
は
、
仏
教
に
対
し
て
も
道
教
に
対
し
て
も
手
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
。
論
敵
を
叩
き
な
が
ら
、
敵
の
論
理
を
換
骨
奪
胎
し
て
自
分
の

中
に
取
り
込
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。「
賢
者
は
敵
か
ら
多
く
を
学
ぶ
」
と
い
う
古
い
格
言
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
地
で
行
っ
た
の
が
朱
子
で
あ
る
。

　

朱
子
学
の
登
場
に
よ
っ
て
、
儒
学
は
時
代
や
文
化
を
超
え
た
世
界
性
を
獲
得
し
た
。
普
遍
的
な
原
理
に
基
づ
い
て
個
人
、
家
族
、
国
家
、

宇
宙
を
統
一
的
に
説
明
し
、
そ
こ
か
ら
道
徳
と
統
治
の
理
念
を
導
き
出
す
。
朱
子
学
の
壮
大
か
つ
現
実
的
な
構
想
は
、
時
代
と
国
を
越
え
る

確
か
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め
て
い
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
朝
鮮
半
島
や
日
本
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
地
域
に
定
着
し
、
今
日
に
み
ら
れ
る
儒
教
の

一
大
文
化
圏
を
形
成
し
た
。
朱
子
学
は
一
種
の
創
作
儒
教
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
創
作
な
く
し
て
は
孔
子
の
世
界
化
も
な
か
っ
た
。
や

は
り
朱
子
こ
そ
が
、
孔
子
の
重
要
な
後
継
者
な
の
で
あ
る
。

　

翻
っ
て
、
現
代
の
儒
学
者
に
は
孔
子
の
思
想
を
さ
ら
に
世
界
化
す
る
責
務
が
あ
ろ
う
。
急
速
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
、
も
は
や
儒
学
文
化

が
東
ア
ジ
ア
の
世
界
に
安
住
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
西
欧
や
中
東
、
ア
フ
リ
カ
等
の
思
想
と
も
融
合
し
た
、
真
に
世
界
的

な
儒
学
思
想
を
追
求
す
べ
き
時
代
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
当
研
究
所
で
も
、
世
界
の
優
れ
た
諸
思
想
と
孔
子
の
思
想
を
比
較
考
察
し
、
新
し
い
儒
学
の
あ
り
方
を
模
索
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
必
要
に
な
る
の
は
、
新
た
な
統
合
軸
の
思
想
で
あ
る
。
私
は
、
そ
れ
を
、
東
ア
ジ
ア
的
な
色
彩
が
濃
い
儒
学
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
の
経
典
『
法
華
経
』
に
求
め
た
い
。

　

朱
子
学
も
統
合
軸
の
一
つ
に
禅
関
係
の
仏
教
を
置
い
た
が
、
禅
は
仏
教
の
一
つ
の
立
場
を
代
表
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、『
法

華
経
』
に
は
仏
の
す
べ
て
の
教
え
を
統
一
す
る
思
想
性
（
一
仏
乗
）
が
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
（
諸
法
）
を
究
極
の
真
理
（
実
相
）

と
み
な
す
か
ら
、
そ
の
統
合
力
は
仏
教
以
外
の
思
想
・
哲
学
・
宗
教
に
も
及
ぶ
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
新
儒
学
を
展
望
す
る
者
に
と
っ
て
、『
法

華
経
』
の
持
つ
無
限
の
統
合
力
ほ
ど
魅
力
的
な
も
の
は
な
か
ろ
う
。

　

も
し
「
法
華
経
儒
学
」
が
成
立
し
た
ら
、
い
か
な
る
思
想
世
界
が
現
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
聖
人
の
道
か
ら
人
間
の
道
へ
、
無
欲
か
ら

活
欲
へ
、
道
徳
か
ら
智
慧
へ
、
理
気
説
か
ら
生
命
論
へ
―
―
恐
ら
く
、
そ
の
よ
う
に
人
間
的
で
自
由
闊
達
な
儒
学
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
夢
想
し
つ
つ
、
本
誌
『
研
究
東
洋
』
の
一
層
の
充
実
・
発
展
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
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