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宋
代
新
儒
学
者
に
お
け
る
「
仁
」
の
意
味

一
、
は
じ
め
に

孔
子
の
思
想
の
核
心
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
仁
」
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。「
仁
」
は
儒
教
思
想
の
様
々
な
概

念
の
中
で
も
最
も
難
解
な
概
念
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
が
難
解
な
理
由
は
、
後
代
の
新
儒
学
の
「
理
」
や
「
太
極
」
と
い
っ
た
用
語
の

よ
う
に
、
形
而
上
学
的
で
哲
学
的
な
意
味
が
深
い
た
め
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
そ
れ
は
、「
仁
」
と
い
う
概
念
が
私
た
ち
の
日
常
と

非
常
に
密
接
な
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
る
で
、
空
気
の
よ
う
に
あ
ま
り
に
も
密
接
な
も
の
が
普
段
よ
く
認
識
で
き

な
い
こ
と
に
例
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
仁
」
は
最
も
私
た
ち
に
密
接
な
の
で
、
把
握
し
に
く
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

「
仁
」
は
孔
子
が
非
常
に
強
調
し
た
徳
目
で
あ
る
。『
論
語
』
の
中
で
「
仁
」
と
い
う
字
は
五
十
八
の
章
に
か
け
て
、
百
九
回
も
登

場
す
る
。（
ち
な
み
に
、
同
じ
く
重
要
な
概
念
と
さ
れ
る
「
学
」
は
六
十
五
回
、「
礼
」
は
七
十
四
回
登
場
す
る
。）
も
し
孔
子
学
派

の
名
前
を
、「
道
家
」
や
「
法
家
」
の
よ
う
に
、
そ
の
思
想
の
核
心
的
な
概
念
を
使
っ
て
付
け
る
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
「
儒
家
」

と
い
う
名
前
で
は
な
く
、「
仁
家
」
ま
た
は
「
仁
学
」
と
呼
ば
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
孔
子
思
想
で
大
き
な
部
分
を
占
め
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る
の
が
、
こ
の
「
仁
」
で
あ
る
。
孔
子
が
弟
子
た
ち
に
説
い
た
人
間
の
標
準
が
仁
で
あ
り
、
弟
子
た
ち
の
学
問
の
目
標
も
仁
の
完
成

で
あ
り
、
ま
た
、
後
代
の
多
く
の
儒
学
者
が
指
向
し
た
学
問
の
目
的
も
「
仁
を
求
め
聖
人
に
な
る
（
求
仁
成
聖
）」
こ
と
だ
っ
た
の

で
、「
仁
」
は
儒
学
の
始
終
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
重
要
な
概
念
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仁
の
学
問
の

創
始
者
で
あ
る
孔
子
は
そ
の
概
念
に
対
す
る
定
義
を
下
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
古
今
の
多
く
の
『
論
語
』
読
者
を
困
惑
さ
せ
て
い

る
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
孔
子
は
な
ぜ
「
仁
」
の
定
義
を
下
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
仁
」
は
定
義
で
き
な
い
概

念
だ
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
定
義
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
二
つ
の
理
由
が
同
様
に
作
用
し
て
い
る
と
思
う
。

と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

第
一
に
、「
仁
」
を
定
義
す
る
の
は
難
し
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
仁
」
が
指
す
範
囲
が
あ
ま
り
に
も
広
く
て
包
括
的
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。「
仁
」
を
現
代
の
用
語
で
表
現
し
た
も
の
の
一
つ
に
、「
人
間
ら
し
さ
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

「
人
間
ら
し
さ
」
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
ど
の
よ
う
な
人
を
「
人
間
ら
し
い
人
間
」
と
言

え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
「
犬
」
に
例
え
て
、
こ
の
よ
う
に
質
問
し
て
み
よ
う
。
一
番
犬
ら
し
い
犬
は
ど
の
よ
う
な
犬
を
指
す
の

か
。
犬
は
自
分
の
主
人
に
従
い
、
主
人
に
忠
誠
を
尽
く
す
属
性
が
あ
る
。
人
間
よ
り
四
十
倍
優
れ
た
嗅
覚
と
、
人
間
よ
り
四
倍
も
遠

い
と
こ
ろ
の
音
を
聞
く
聴
力
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
百
個
以
上
の
人
間
の
言
葉
を
聞
き
分
け
る
能
力
も
持
っ
て
い
る
。
確
か

に
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
「
良
い
犬
」
の
条
件
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
条
項
を
一
つ
の
概
念
で
ま
と
め
て
「
犬

ら
し
さ
」
と
い
う
言
葉
で
要
約
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
犬
よ
り
は
る
か
に
複
雑
な
存
在
で
あ
る
「
人
間
」
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
孔
子
の
実
質
的
教
育
の
側
面
か
ら
考
え
て
、「
仁
」
を
特
定
の
概
念
で
定
義
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は

な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。「
仁
は
こ
れ
だ
」
と
定
義
し
た
瞬
間
、
仁
の
意
味
は
そ
の
言
語
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
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だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
教
え
を
受
け
た
弟
子
は
、
そ
の
よ
う
な
特
定
の
意
味
だ
け
を
受
け
入
れ
て
、
そ
れ
だ
け
を
仁
の
基
準

に
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
あ
ま
り
効
果
的
な
教
育
方
法
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
道
案
内
に
例
え
て
み
る
と
、
山
の
頂
上

に
先
に
登
っ
て
い
る
道
案
内
が
い
る
と
想
定
し
て
み
よ
う
。
後
か
ら
登
っ
て
く
る
人
に
携
帯
電
話
で
、
頂
上
の
風
景
だ
け
を
説
明
し

て
い
た
ら
、
そ
の
説
明
を
受
け
て
山
を
登
る
人
は
か
な
り
困
難
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
登
っ
て
い
る
人
が
い
る
地
点
の
目
前
の
特
徴
を

説
明
す
る
の
が
良
い
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
の
役
割
で
、
最
終
目
的
地
だ
け
を
教
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
効
果
的
な
指
針
に
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
孔
子
が
弟
子
た
ち
に
説
い
た
仁
に
対
す
る
言
説
は
、
仁
を
行
う
方
法
で
あ
っ
て
、
仁
の
定
義
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
孔
子
が
仁
を
定
義
し
な
か
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
こ
に
不
満
を
持
つ
必
要
は
な
い
と
思
う
。

む
し
ろ
、
定
義
を
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
後
代
の
学
者
た
ち
は
仁
に
対
す
る
固
ま
っ
た
理
解
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
姿
勢
で

仁
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
仁
の
解
釈
は
後
代
の
学
者
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
、
多

様
な
解
釈
と
熱
烈
な
議
論
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
事
実
上
、
孔
子
の
教
育
は
成
功
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

近
く
は
孟
子
か
ら
遠
く
は
宋
代
の
新
儒
学
者
に
至
る
ま
で
、
仁
に
対
す
る
実
に
多
様
な
解
釈
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
孟
子
は

「
仁
」
を
「
人
の
安
ら
か
な
家
」
に
例
え
、「
人
間
の
人
間
ら
し
い
心
」
と
定
義
し
た
。
唐
代
の
韓
愈
（
字
は
退
之：

七
六
八
〜
八
二
四
）

は
、
仁
を
「
博
愛
」
と
定
義
し
、
宋
代
の
二
程
兄
弟
（
程
明
道：

一
〇
三
二
〜
一
〇
八
五
、
程
伊
川：

一
〇
三
三
〜
一
一
〇
七
）
は
「
万

物
一
体
」
と
「
公
」
を
用
い
て
仁
の
意
味
を
説
明
し
た
。
朱
子
学
の
集
大
成
者
で
あ
る
朱
子
（
朱
熹：

一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
）
は
「
天

地
生
物
之
心
」
と
「
心
の
徳
、
愛
の
理
」
で
仁
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
多
様
な
方
式
で
解
釈
・
説
明
さ
れ
て
は
い
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
仁
の
意
味
が
実
際
に
色
々
と
分
か
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
く
、
仁
が
一
つ
の
真
理
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
解
釈
と
説
明
は
一
貫
性
を
持
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
一
貫
性
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
、
ま
さ
に
我
々
後
代
の
学
者
に
残
さ
れ
た
任
務
で
あ
る
と
思
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う
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
仁
に
対
す
る
多
様
な
説
明
の
中
で
、
宋
代
の
新
儒
学
者
た
ち
の
説
明
を
中
心
に
仁
の
意
味
を
調
べ
、
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
一
貫
性
が
あ
る
の
か
を
探
求
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
仁
は
「
愛
の
種
」
で
あ
る

は
ん
ち

樊
遅
が
仁
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
子
曰
く
「
人
を
愛
す
る
こ
と
だ
。」
知
に
つ
い
て
尋
ね
た
。「
人
を
知
る
こ
と
だ
（
1
）。」

『
論
語
』
に
見
え
る
こ
の
一
節
は
、
し
ば
し
ば
「
仁
」
を
「
愛
」
と
定
義
す
る
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
仁
」
を

「
愛
」と
解
釈
す
る
の
は
間
違
い
で
は
な
い
。
た
だ
問
題
は
、
そ
れ
が
一
部
分
的
な
解
釈
に
止
ま
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
仁
」

が
確
か
に
「
愛
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
仁
の
完
全
な
定
義
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
言
え
る
根
拠
は
、
樊
遅
の
二
番
目
の
質
問
に
対
す
る
孔
子
の
答
え
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
孔
子
は
「
知
」
に
対
す
る
弟
子

樊
遅
の
質
問
に
「
人
を
知
る
こ
と
だ
」
と
答
え
て
い
る
。「
人
を
知
る
こ
と
」
が
、「
知
」
に
対
す
る
完
全
な
定
義
で
は
な
い
と
い
う

点
か
ら
見
れ
ば
、
前
節
の
「
愛
」
も
同
様
、
仁
に
対
す
る
完
全
な
定
義
に
な
る
に
は
十
分
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
孔
子
は
普

段
弟
子
の
質
問
に
対
し
、
一
律
的
な
内
容
で
答
え
ず
、
各
自
の
特
殊
性
と
学
問
の
成
就
水
準
を
考
慮
し
て
答
え
を
提
示
し
た
。
そ
し

て
そ
の
答
え
は
、
学
問
的
な
定
義
で
は
な
く
、
実
際
の
生
活
で
活
用
で
き
る
実
践
徳
目
が
主
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
か
ら
見
る
と
、
樊
遅
の
質
問
に
対
す
る
「
人
を
愛
す
る
」
と
い
う
答
え
は
、
仁
の
定
義
に
近
接
し
て
は
い
る
も
の
の
、
普
遍

的
定
義
で
は
な
く
、
樊
遅
の
性
向
と
水
準
を
考
慮
し
た
一
つ
の
具
体
的
な
実
践
徳
目
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

宋
代
の
儒
学
者
た
ち
は「
愛
」が
、「
仁
」の
定
義
に
な
る
に
は
十
分
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
彼
ら
の
思
想
体
系
の
中
で「
仁
」


