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張
健
著

「朱
熹
的
文
学
批
評
研
究
」

林

田

慎

之

助

著

者
張

健
氏

に
は
、

こ

の
著
書

の
姉
妹

篇

に
あ

た
る

「
槍
浪

詩
話

研

究
」

の
労

作

が
あ

る

ほ
か

に
、

「
蘇

拭
的

文
学

批
評

」

「
王
若

虚
的

詩
論

」

「歳

寒

堂

詩

話

述

評

」

等

の
論

文

が
あ
り

、

こ
れ
を

み

て
も

、
氏

は
主

と
し

て

宋

代

の

文

学

批

評

を

専

攻

対

象

と
す

る
研
究

者

で
あ

る

こ
と
が
わ

か

る
。

「朱

熹

的

文
学
批

評

研
究

」

の
自
序

に
よ

る
と

、
著
者

が

、
朱
熹

に
特

に
注
意

を

は

ら
う

よ
う

に
な

っ
た

の
は

、
厳

羽

の
槍

浪
詩

話

を
研
究

し

た

の
ち

に

は
じ
ま

り

、
治
浪

詩
話

の
方

法
論

の
淵
源

を
さ

が
し

も

と
め

て

い

る
う

ち

に
、

そ

の
主

要

な
理
論

が
朱

熹

に
出

発
し

て

い
る

こ
と
を
発

見

、

直

接

に
朱

熹

の
文
学

批
評

の
研
究

に

と
り
か

か

っ
た
と

の

べ
て

い
る
。

一

九
五

四
年

の
冬

か
ら

、
資

料

の
捜
集

を

は
じ

め
た
氏

は

、
第

一
章

の
緒
論

(朱

熹

の
生
涯

と
思

想

の
概
観

)
、

第

二
章

の
朱

熹

の
文
論

、
第

三
章

の

朱

熹

の
詩

論

、
第

五
章

の
歴
代

作
家

に
封

す

る
批

評

、
第

六
章

の
結

語
(
朱

熹

文
学

理

論

の
影
響

)

の
各
章

に

つ
い
て
、
そ

の
論

述

の
完
了

に

四
年

の

歳

月

を
か

け

て
お
り

、

そ

の
後

、
第

四
章

の
詩

経
と
楚

辞

に
封

す

る
評
論

を
補

成
し

て

、

こ
の
書

の
上
梓

に
及
ん

で

い
る
。

そ

の
間

、
著

者

は
、
朱

文

公
文
集

、
朱

子
語
類

な

ど
主

要
な

参
考
書

を

数
度

に
わ

た

っ
て
検

討
し

た

が
、
内

容
豊
富

な

た

め
、
取

捨
す

る

に
あ

た

っ
て
、
頗

る

と
ま

ど

い
、

同

一
条

の
批
評
句

を
各

々
違

っ
た
節

に
分

割
し

て
資

料

に
使

っ
た
り

、
各

節

が
重
複

し

て
論
じ

ね

ば
な
ら

ぬ

と
き

は
、
原

意
を
曲

解

し
破
綻

さ

せ
る

こ
と

の
な

い
よ
う

に
慎

重
な

気
配

り
を

み
せ

て

い
る
。

こ
と

に
、
氏

は
文

集

の
説
と

語
類

の
説

と

が
あ

き

ら
か

に
矛

盾
し

て

い
る
場

合

に
、
余

程
、

困

っ
た

と
み
え

、
博

学
深
思

な
思

想
家

朱

熹

に

し

て
、

こ

の
よ
う

な

矛
盾

が
あ

る

の
は
、

き
わ

め

て
遺

憾

な

こ
と

で
あ

る

と
も

ら
し

て

い
る
。

こ
れ
ま

で
、
朱

熹

の
文

学
批

評
を
論

じ

た
も

の
と
し

て
は
、
古

く

は
、

郭
紹
虞

氏

に

「朱

子

之
文

学
批
評

」

二

九
三
八

・
文
学
年
報
第
四
期
)
と
題

す

る
論
文

が
あ

り
、
最

近

で
は

、
黄
継

持
氏

に

「
朱

子
文
学

思
想

述
評

」

二

九
六
七

・
華
国
第
五
期
)
な

る
論

文
が
あ

る
。

三
者

そ

れ
ぞ
れ

に
特

長

が

あ

る
も

の
の
、
な

か

で
も
、張

健
氏

の
著
書

が

い
ち

ば

ん
資
料

収
集

に
あ

た

た

っ
て
網

羅
的

で
あ

り
、
片

々
た
る
も

の
に

い
た
る
ま

で
、

細
大

も

ら
さ

ず
拾

い
あ

げ

て
、
整

理
点
検

し

て

い
る
点

で
は

、
と

く

に
際

立

っ
て

い
る
。

そ

れ
は

い
か

に
も

中
国

人

ら
し

い
仕
事

振
り

で

は
あ

る
が
、

そ

の
た

め
か

え

っ
て
、

論
述

に
凝
集

力

を
欠
く

う

ら
み

が
あ

る
。

せ

っ
か
く
苦

心
し

て
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資
料

を
捜

集

し
、

整
理

分
類

し

た
も

の

の
、

氏

に
は
、

問
題
意

識

と
方
法

論

が
欠
如

し

て

い
る
た

め
か

、
資

料

の
羅
列

に
終

り
、

充
分

に
資
料

を

い

か
し

き

れ

て

い
な

い
。

こ
の
点

で
も
、

郭

・
黄

両

氏

の
論

文

に
く

ら

べ
て
、

こ
の
著

書

は
見

劣

り
し

て

い
る
。

さ

て
、

こ
の
種

の
著
作

を
書

評
す

る

さ

い
、
著
者

が

も
う

け

た
各

章

ご

と
に

、
詳

細

に
論
評

を
く

わ
え

る

の
が
自

然

で
あ

る
が

、
限

ら
れ

た
枚
数

の
な

か

で
、
そ

れ

は
む
し

ろ
繁

雑

と
な

り
、

こ
の
著

作

の
問

題
点

を
収
約

し

な

い
ま

ま

に
お
わ

る

こ
と

に
な

っ
て

は
、

か
え

っ
て
著

者

に
礼

を
失
す

る

こ
と

に
な
る

の
で
、
そ

の
方
法

は
と
ら

ぬ

こ
と

に
す

る
。

と
く

に

こ
と

わ

っ
て
お
き

た

い
の
は
、
第

一
章

の
緒

論

で

の

べ
ら

れ

た
朱

烹

の
生

涯

と

思

想

は
、

こ

の
種

の
性
格

の
書

で
あ

る

が
故

に
、
概

説

の
域
を

出

て
お

ら

ず

、

こ

こ
で
あ
ら

た

め

て
と
り
あ

げ

る
必

要
を
感

じ

な

か

っ
た

こ
と
、
第

六
章

の
結
語

で
論

じ

ら
れ

て

い
る
朱

烹

の
文
学

理
論

の
影

響

に

つ

い
て

は

、

そ

の
影
響

あ

る

と

こ
ろ
、
厳

羽

は
も

ち
ろ

ん

の

こ
と
、
公

安

派
か

ら
衰
枚

さ

ら

に
沈
徳

潜
、

王
国

維

の
文
学

理
論

に
お
よ

ん

で

い
る

こ
と
に
な

り
、

淺
学

の
力

で
は
、

と
う

て

い
論

評
不

可
能

と

か
ん
じ

た

の

で
、
機
会

を
後

日

に
ゆ
ず

り

、

い
ち

お
う

書

評

の
対
象

か

ら

は
ず

し

た

こ
と

で
あ

る
。

こ

こ
で
は

、
第

五
章

の
歴

代
作

家

に
対
す

る

評
論

を
包

含
す

る

か
た
ち

で
、

朱
烹

の
散

文
論

・
詩
論

・
詩

経
論

・
楚

辞
論

と

い
う

四
本

の
軸

を
た

て
、

そ

の
各

項

の
な
か

で
、

張
健

氏

の
論
述

の
内

、

よ
り
根

本

的
な

問
題

点
を

抽

出

し

、
批

判
検

討
し

て
ゆ

く

こ
と

に
す

る
。

朱
烹
の
散
文
論

張

健
氏

は
第

二
章

で
、
朱

烹

の
文
論

を
論

究
す

る

に
あ

た

っ
て
、

文
章

載
道

主
義

を
展

開

し

た
古

文

家

の
歴

史

的
あ

し

ど
り
を

た

ど

っ
て
、

そ

の

系
譜

の
な
か

で
、
蘇

東

坂
を

と
ら

え
、
朱

烹
を

と

ら
え

、
し

か
も
蘇

東

披

と
朱

烹

の
対

立
点
を

と

お
し

て
、
朱

烹

の
散

文
論
を

さ
ぐ

ろ
う

と

し

て

い

る
。

こ
の
も

く
ろ

み

に
お

い
て
、
氏

の
方

法

は
た

だ
し

い
に
も

か

か
わ

ら

ず

、
蘇
東

披

を

ふ
く

む
韓

愈

・
柳
宗

元
な

ど

の
古

文
家

に
た

い
し

て
、
朱

烹

が

い
か
な

る
根
元

的
な

問

題

で
批

判
的

で
あ

っ
た
か

と

い
う

一
点

に
、

焦

点

を
あ

わ

せ
て

つ
き

つ
め

ら
れ

て

い
な

い
の

で
、

結
局

、
氏

の
も

く
ろ

み

は
拡
散

し
挫

折

に
お

わ

っ
て

い
る
。

氏

は
載

道
主
義

を

標
袴

し

た
唐
代

古
文
家

た
ち

と
、
載
道

説

を

と
る

こ

と

で
は
、
朱

烹

も
同

じ
立

場

に
た

つ
と

み
て

い
る

だ
け

に
、
ま
ず

は
、
朱

烹

の
韓

柳

論
評

の
問

題
性

を
具

体
的

に
掘

り
さ

げ
る

な

か
か
ら

、
蘇

東
披

と

の
対
立

点
を

し

ぼ
り
あ

げ

る

べ
き

で
あ

っ
た

の
に
、

い
き
な

り
朱

烹

の

蘇
東

坂
批
判

へ
と
、

論
点

を
移

行
さ

せ

て

い
る

の
は

せ

っ
か
ち

で
あ

り
、

論
究

の
手
続

き

を
誤

る

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。

た
し

か

に
、
例

え
ば

、
韓

愈

に

つ

い
て
、
第

五
章

の
歴
代
作

家
批

評

の
な

か

で
、

氏

は

、

朱

蕪

が

韓

愈

の
文
章

を
規

模
気

象

に

お
い

て
潤
大

で
あ

り
、
平

易
奇

険

と
も

に
千

変

万
化

が
自

然

で
、

し
か

も
破

綻
な

く
簡
要

を
得

て

い
る

と
認

め
、

一
方

で
は

、
そ

の
文
章

が
載

道

の
実

践

に
達

し

て

い
な

い
と
否
定

的
評

価

を
あ

た
え

て

い
る

こ
と
な

ど
を
指

摘

し

て

い
る
。

し

か
し

、
そ

れ
は
資

料

の
羅

列
と

箇
条
書

き

と
し

て

の
総
括

の
み
に
お

わ
り

、
よ

り
根

元
的
な

問

題

の

抽

出

に
は

い
た

っ
て

い
な

い
。
同
じ
第

五
章

に
お
け

る
朱
喜
…
の
三
蘇
批

評

、

と

り
わ

け
蘇
東

坂

評
価

の
と
り
あ

げ
方

も
、

韓
愈

の
場

合

と
大

同
小

異

で

あ

る
。

朱

嘉

が
韓

愈

・
柳
宗

元

を
ど
う

み

て

い
た
か

、
朱

文
公

文
集
巻

七

四

に

収

め
ら

れ

て

い
る

「
槍

洲
精

舎
論

学
者

」

の

一
篇

を

、

い
ま

こ

こ
に
と
り

あ

げ

る

こ
と

に
す

る
。

こ
れ
は
南

宋

の
紹

無
五
年

、
朱

烹

六
五
歳

の
時

、
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朱

熹

を
慕

っ
て
槍

洲
精
舎

に
集

っ
て
き

た
学
生

に
諭

し

た
文
章

で
、
そ

の

要
旨

は
、

道
を

学

ぷ
は
至

難

の
事
業

で
あ

る

が
、
そ

れ

に
近
か

つ
く

た
め

に
、

四
書

経
書

程
張

の
諸
書

を
熟

読

玩
味

し

て
存
養

に

つ
と

め
、
そ

れ
を

実
践
す

る

よ
う

に
諭
し

た
も

の
で
あ

る
。

そ

の
中

で
留

意
す

べ
き
は

、

こ

の

一
文

の
冒
頭

で
、

い
き

な

り
古

文

家

の
勉
強

振
り

の
方
向

違

い
に
、
皮

肉

た

っ
ぷ
り

に

ふ
れ

て

い
る
部

分

で
あ

る
。

朱

熹

は
そ

こ
で
、

〈
昔

、
蘇

洵

が
初

め
て

文
章

を
稽
古

し

は
じ

め
た

と
き
、

論
語

、
孟

子
、

韓
子

及

び

其

の
他

の
聖
賢

の
文
を
取

っ
て
終

日

こ
れ
を
読

む

こ
と

七

・
八
年
も

つ
づ

け

た
後

で
、

一
た

び
筆

を
執

っ
て
文

を
作

る

と
渾

々
と
し

て

つ
き
ざ

る
も

の
が
あ

っ
た

と

い

っ
て

い
る
。

蘇
洵

は

単

に
古

人

の
聲

響

を
学

ん

だ
だ
け

で
極

め

て

つ
ま
ら

ぬ

こ
と

だ
が
、

こ
れ

だ
け
勉

強

を
し

た
か

ら

こ
そ
、
す

ぐ

れ
た

文
章

が
作

れ
た

わ
け

で
あ

る
。

古
来
、

文
章
家

と
よ
ば

れ

る
韓

退

之

や
柳
宗

元

で
も

、
同

じ
様

な
努

力
を

払

っ
て
、

は
じ

め

て
あ

れ

だ
け

の

人

に
な

れ
た

の
で
あ

る
。

単

に
名

文
を

作

っ
て

ほ
め
ら

れ
た

い
だ

け

に
、

こ
れ

ほ
ど
な

が

い
歳
月

と
沢

山

の
精
神

を
費

し

た

こ
と
は
惜

い
こ
と

で
あ

る
〉

と

い

っ
た
意

味

の

こ
と
を

の

べ
て

い
る
。

朱

熹

が
韓

退

之

・
柳
宗

元

蘇

洵
な

ど

の
古

文

家

の
群
像

を

ひ
と
し

な

み
に
、
ど
う

と
ら

え
て

い
た

か
、

こ

の
文
章

が
椰
喩

に

と
み
、

皮
肉

に

み
ち

て

い
る
だ
け

に
、

き
わ

め

て
明

確

な
輪
廓

線

で
も

っ
て
否
定

的

に
浮
き

彫

り
さ
れ

て

い
る
。

彼
等

は
論
語

孟

子
を

は
じ

め
聖

賢

の
文
章

を
な

が

い
歳
月

と
沢

山

の
精

神

を
費

し

て
学

ん
だ
け

れ

ど
、

そ
れ

は
結
局

道
を

学

ぷ

こ
と
で
は

な
く

、
古

人

の
聲

響

を

学

ん

で
名
文

を
書

き

、
世

の
賞
讃

を
う

る

た
め

で
あ

っ
た

と
、
朱

熹

の
批

判

は

て
き

び
し

い
。

唐

か
ら
北

宋

に
か

け

て

の
古

文
復
古

運
動

の
旗

手
達

が
古

代
聖

賢

の
文

章

を

研
鎭

の
対
象

と

し

た
点

で
は
、
朱

熹

と
全
く

お
な

じ

で
あ

る
。
だ

が
、

朱

熹

が
あ

え
て
古

文
家

と
挟

別
す

る
重

要
な

問
題

は

、
あ
く

ま

で
道

の
体

認
と
実

践

に
執
し

、
そ

れ

か
ら

に
じ

み
で

る
よ
う

に
文
章

が
発

現
さ

れ
て

あ

っ
た
か

ど
う

か

に
か
か

っ
て

い
た
。

張
健

氏

は
朱
熹

の
蘇

東

坡
批

判
を

論

じ

る
さ

い
に
、

こ
の
点

を
充

分

に
お
さ

え

て

い
な

い
。

な

に
は
と
も

あ

れ
、
古

文
家

総
体

と

の
原

理
的

な
対

立
を

原
点

と
し

て
、
朱

熹

の
蘇
東

坡

論

の
考

察

が
な

さ
れ

な

い
か
ぎ

り
、
朱

熹

の
散

文
論

の
核
心

に

せ
ま

る

こ

と

は
到
底

で
き

な

い
は
ず

で
あ

っ
た
。

氏

は
、

蘇
東

坡

の
文
章

観
を

貫
道
説

だ

と
し

な
が

ら
も

、
彼

の
所

謂
道

は
自

然

の
道

で
、

理
学
家

の
道

と
は

、

こ
と

ご
と
く
同

じ

で
な

い
と
論

じ

て

い
る
が

、
は

た
し

て
ど
う

い
う
意

味

か
解

し

か
ね

る
と

こ
ろ

が
あ

る
。

氏

が
引

用
す

る
よ
う

に
、

蘇
東

坡

は
た
し

か

に
、

「道

可
致

而
不

可
求

」

と

い
い
、

「
莫

求
之

而
自

至
」

と
も

い

っ
て

い
る
。

こ
れ

か
ら

い
え

ば
、

な

る
ほ

ど
道

は
学

ん

で
求

む

べ
き

で
あ
る

と
し

て
、

格
物
窮

理

を
唱

え
た

朱
熹

と

は
、
道

の
実

体
認

識

の
方
法

論

に

お

い
て
異

っ
て

い
る

か

の
よ
う

で
あ

る
。

も
し

、

こ

の
よ
う

に
道

の
実
体

認
識

に
多

少
な

り
と

も
、

両
者

の
間

に
ず

れ

が
あ

る
と
す

れ

ば
、
張
健

氏

が
、

お
な

じ
古

文
家

の
載
道

主

義

の
文
学

観

の
系
譜

の
な

か

で
、
蘇

東
坡

の
貫

道
説

を

と
ら
え

、
朱

熹

の

載
道

説

を
論
じ

る

こ
と

そ
れ
自

体

、
慎
重

で
な

け

れ
ば
な

ら
な

い
は
ず

で

あ

る
。
こ

の
あ

た
り

の
氏

の
着

眼

は
興
味

を
覚

え
る

だ
け

に
、
は

っ
き

り
し

た
思

想
的

な
う

ら

づ
け

と
粘
着

性

の
あ

る
論
証

が

ほ
し

い
と

こ
ろ

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が
、
か

く
論
じ

る
氏

は

、
ま

た
朱
熹

が
語

類

=

二
九

で
、

古
文

家

の
文
章

貫
道

説

が
本
末

転
倒

し

、
文
章

を
本

に
し

て
道

を
末

と
な

し

て

い
る

こ
と

に
不

満

を
表

明
し

、
蘇
東

坡
も

ま

た
正
道

を
害
す

る

こ
と

で
は
、

仏
老

よ

り

は
な
は

だ
し

い
と
論

じ

て

い
る

の
は
支
離

滅
裂

な
言

葉

だ
と

み

て

い
る
。

と
す

れ

ば
氏

は
、

両
者

の
間

に
道

の
実
体

認

識

の
方

法

に
、

そ
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れ

ほ
ど

の
差

異
を

認

め
て

い
な

か

っ
た

こ
と

に
な
る
。

唯

、
道

と
文

と

の

関
係

で
ど
ち

ら
を

本
末

に
す

る

か

の
把

握

に

お

い
て
、
朱

熹

が
蘇
東

坡

の

文
章

に
異
議

を

は
さ

ん

で

い
る

だ
け

だ

と
み

る

べ
き

で
あ

る
。

氏

は

、
朱

熹

の
蘇
東

坡

へ
の
否

定

的
批

判
を

認

め
な

が
ら

、
両
者

は
達

意
説

で
は

一
致

し

て

い
る

と

み
て

い
て

、
わ
ざ

わ

ざ
達
意

説

と
題
す

る

一

節

を
設

け

て
朱

熹

の
文
論

に

ふ
れ

て

い
る
。

こ
れ

は
し

か
し

、
東

坡

だ
け

に
限

っ
た

こ
と

で
は
あ

る

ま

い
。

達

意
説

で
は
韓
愈

の
ほ
う

が
先
達

で
あ

る
。

氏

は

こ

の
よ
う

な

か
た
ち

で
、

両
者

の
散

文
論

の
類

似
性

に
着
目
す

る
よ
り

、
朱

熹

が
東

坡

に
立
ち

む

ご
う
場

合

、
同

じ
載
道

主
義

文

学

の
系

譜

に
属

す

る
名

文
家

と
し

て
、
一
定

の
肯

定
的

評
価

を
あ

た

え
な

が
ら
も

、

つ
ね

に
根

元
的

な
対

立

の
原
点

を
意

識

的

に
う

ち

だ
し

て
、

鋭

い
批
判

を

ゆ
る

が
せ

に
し

な

か

っ
た

の
は
何
故

か

と

い
う

素
朴

な

問

い
に
、

立

ち
帰

る

べ
き

で
あ

っ
た
。

朱

熹

は

、
語

類

の
な

か

で
、
蘇
東

坡

の

「
文

は
必
ず
道

と

倶

に
す

」
と

い
う

言

葉

を
引

い
て
、

こ

の
言

葉

は

つ
ま

る
と

こ
ろ
文

は
文

、
道

は
道

で
、

統

一
を
か

い
て

い
る
と
批

判

し

て

い
る
が
、

こ
れ
か
ら

思
う

に
、
朱

熹

の

散

文
論

こ
そ

は
、

文
は
道

の
な

か
か
ら

自
然

と
流

れ

い
ず

る
も

の

で
な
け

れ
ば

な
ら

ぬ

と
考

え
る
も

の
で
、

文

と
道

の
統

一
的
把

握
を

志
向

し

た
真

の
貫
道

説

で
あ

っ
た

と
み
る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
意
味

で
、

唐
以

来

の
載

道

文
学

論

は
、
南

宋

の
朱

熹

に
至

っ
て
、

は
じ

め

て
純
化

さ

れ
た

と

い
わ

ね
ば
な

ら

ぬ
。

逆

説
的

に

い
え

ば
、

載
道

文
学
史

の
純
粋

化

の
最

終
過

程

で
、
朱

熹

の
蘇
東

坡
批

判

の
産

み

の
苦

し

み

が
あ

っ
た

こ
と

に
な

る
。

張
健

氏

は
、

一
向

に
、

こ

の

こ
と

に
気

付

い

て

い
な

い
の
で
、
朱

熹

の
文

論

の
論

究

は

、
そ

の
文
学

思
想

の
核

心

に

ふ

み

こ
む

こ
と

の
な

い
ま

ま
、

き

わ
め

て
低
調

な
論

述

に

お
わ

っ
て

い
る
。

朱

熹

は
語
類

=
二
九

で
、
北
宋

の
初

期

か
ら
南

宋

に
至

る

ほ
ぼ
百

年

に

み

た
な

い
宋

一
代

の
散

文

の
歴
史

を
論

じ

て
、

「
宋
初

期

の
文
章

は
、
き

び
し

く

よ
く

こ
な

れ
て

い
る
。

嘗

っ
て
観

た
嘉
祐

以
前

の
詩
や

詞
な

ど

の

言
葉

は

は
な

は
だ
拙

な

る
も

の
が
あ

っ
た
。

そ

の
人

材

は
皆

当

世

の
著
名

な
知

識

人

で
あ

る
。

思
う

に
、

そ

の
文

釆
が
拙

で
あ

っ
て
も
、

そ

の
文
辞

が
謹

重

で
あ

る

の
は
、
巧

み

に
な

ろ
う

と
し

て
な

る

こ
と

の
で
き

な
か

っ

た
意

が
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う

。

し

た
が

っ
て
当
時

の
風
俗

は
大

き

く
豊

か

で
あ

っ
た
。

欧
公

(
欧
陽

修

)

の
文

学

に
な

る
と
、

好

い
も

の
は

十
分

に

す

ば
ら

し

い
が
、
な

お

は
な

は
だ
拙

な

る
も

の
が
あ

っ
て
、

文
学

の
穏

や

か

さ
を
散

失
し

て

い
な

い
。

蘇

東

坡

の
文

学

に

い
た

っ
て
は

、
も

は
や
思

い

の
ま

ま

に
は

せ
て
、

は
な

は
だ
巧

み
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

宣

政

の
間

に
及

ぷ
と
、
文
章

は
華
麗

を
き

わ

め
て
穏

や

か
さ

を
散

失
し

て
し

ま

っ
た
」

と

い

っ
て

い
る

が
、
張
健

氏

は
、

こ

の
談

論

を
引

用
し

て
、
朱

熹

の
考

え

る
時

代

環
境

と
文
章

の
盛

衰
関

係

が
は

っ
き

り
示

さ
れ

て

い
る

と
論
評

し

て

い
る
。

そ

し

て
さ
ら

に
、
氏

は
厳
羽

の

「槍

浪
詩

話

」

と
朱

熹

と

の
関

連

に
執

し
す

ぎ
た

た

め
か
、
朱

熹

が
拙

を
重

視
し

て

い
る

の
は
黄

庭
堅

な

ど

の
江
西
詩

派

の
詩
説

の
影
響

で
あ
り

、
そ

れ

は
厳
羽

の
詩

論

に
ま

で
及

ん

で

い
る

と

の
べ
て

い
る

が
、
拙

を
重

視
す

る
詩

観

で
は
、

蘇
東

坡

と

て

も

例
外

で
は
な

い
は
ず

だ
。

そ

ん
な
枝

葉

の
論
議

を
す

る

よ
り
も

、
張

健

氏

自
身

の
評

語
を

か
り

れ
ば

「
文

学

は
か
え

っ
て
盛

か
ら
衰

に
、
拙

よ
り

巧

に
、
質

よ
り
文

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
」

と

こ
ろ

の
宋

一
代

の
文
饅
転

換

の
軸

に
、
朱

熹

が
は

っ
き
り

と
蘇

東
坡

を
す

え

て

い
る

こ
と

に
よ
り
大

き

な

注
意

を

は
ら

い
、
朱

熹

の
散
文

論
を

追
求

す

べ
き

で
あ

っ
た
。

蘇
東

坡

の
文
章

は
雅

健
華

艶

で
筆
力

人

に
過
ぐ

と
認

め

な
が

ら
も

、
や

は
り
巧

に
傷

れ
、

正
道

に
惇

る

と

い
う

批
判

を

け

っ
し

て
ゆ
る

が

せ
に
し
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な

か

っ
た

の
は
、

郭
紹
虞

が

い
う

よ

う

に
、

か

つ
て
朱

熹

が
蘇

東
坡

に
た

い
し

て
洛

蜀

の
怨

み
を
修

め

て

い
た
か

ら

で
は
あ
る

ま

い
。

当
時

、
異

民

族
、
金

と
相

い
桔
抗

し

て

い
た
南
宋

の
緊

張

せ
る
政
治

状

況
下

に
あ

っ
て
、

朱

熹

が
ナ

シ

ョ
ナ

リ
ズ

ム

の
立

場

か
ら
、

漢
民
族

の
道

統
意

識

に
よ

っ
て

人
心

の
連
帯

を

は

か
ら

ね
ば
な

ら

ぬ
と
す

る
使

命

観
を

持
続

し

つ
づ
け

て

い
た

の
は

当
然

で
あ

る
。

と
す

れ
ば
朱

熹

に
と

っ
て
、

こ
の
痛
烈

な
蘇

東

坡
批

判
は

、
金
宋

両

國

の
政
治
的

均

衡

が
も

た

ら
し

た
し

ば
し

の
安
定

の

な

か
で
、

と
も
す

れ
ば
危
機

感
を

失

い
、
浮

薄

に
な

が
れ

が
ち
な

士
太

夫

の
意
識

構
造

の
変
革

を
志
向

す

る
過

程

で
、

ど
う

し

て
も

さ
け

て
と

お
る

こ
と

の

で
き

な

か

っ
た
文
饅

批
判

で
あ

っ
た
と

み
る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

朱
熹
の
詩
論

張
健

氏

は
朱
熹

の
詩

論
を

の
べ
た
章

で
、
そ

の
詩

史
観

に
ふ
れ

て

い
る
。

著
書

第

三
章

の
第

六
節

が

そ
れ

に
あ

た
る
。

そ

の
冒
頭

で
、
朱

熹

が

「古

今

の
詩

は
凡

そ
三

攣
有

り
。

蓋
し
書

傳

の
記

す
所

の
夏
虞

よ

り
以
來

、

下

り

て
魏

普

に
及

ぷ
を

自

ら

一
等

と
為
す
。

晋

宋

の
間
よ

り
顔

謝
以
後

、

下

り

て
唐
初

に
及

ぷ
を
自

ら

一
等

と
為
す
。

沈
宋

よ

り
以
後

律

詩

の
定

著
し

て
、
下

り

て
今

日
に
及

ぷ
は

又
是

れ

一
等

な

り
。

然

る

に
唐
初

よ

り
以
前

は
詩

を
為

る
者

、
固

よ

り
高

下
有

る
も

、
法

は
猶
未

だ
愛

ぜ
ず
。

し

か
し

て
後

、
詩

の
法

に
あ

ず

か
り

て
始

め

て
大

い
に
攣

じ

、
以

て
今

日

に
至

っ

て
、

巧
を

益

し
密
を

益

し

て
、

古
人

の
風

に
復
す

る
無

し
。

故

に
嘗

に

ほ

し

い
ま
ま

に
、
経
史

諸
書

の
載

す

る
所

の
韻

語

を
抄

取
し

、

下
り

て
文
選

の
漢

魏

の
古

詞

に
及
び

、
以

て
郭
景

純
、

陶
淵

明

の
作

る

所
を
蓋

し

、
自

ら

一
編

と
な
し

て
三
百
篇

楚
辞

の
後

に
附

し
、
以

て
詩

の
根
本

準
則

と
な

す

」

(朱
文
公
文
集
巻
六

・
答
輩
仲
至
)
と
論
じ

て

い
る

の
を
、

張
健

氏
は

引

用
し

て
、

こ
の
よ
う

な

時
代

区
分

は
朱

熹

の
創

挙

で
あ

る
と

強
調

し

て
い

る
。

は

た
し

て
そ
う

い
え
る

か
。

内

容

に
た

ち

い
っ
て
吟

味

し

て
み
な

く

て
は
な

ら
な

い
。

・

こ
の
書

簡

の
論
旨

に
は
、

あ
き

ら
か

に
、
律

詩
定

立
以

後

の
詩
を

意
識

的

に
否
定

す

る

と

こ
ろ

か
ら

、
構
想

さ

れ
た
詩

史
観

が
あ

る
。

云

い
換

え

る
な
ら

ば
、
律

詩

が
措
辞

、
音

韻
上

の
厳

密
な

法
則

性

に
そ

っ
て
構

築

さ

れ

る
様
式

美

を
も

つ
こ
と
自
体

が
、
詩

人
を
巧

緻
な

詩
篇

の
工
夫

に
は
し

ら

せ
る
傾

斜

で
あ

り
、

そ

こ
か
ら
古

の
詩

人

た
ち

の
気

格

の
喪

失

が
は
じ

ま

る

と

い
う

発
想

に
た

つ
詩
史

観

が
あ

る
。

こ

の
発
想

が
朱

熹

の
独

創

で

な

い
と
す

れ

ば
、
氏

の
よ
う

に

こ
の
よ
う

な
時

代
区

分
は

必
ず
し

も
朱

熹

の
創

挙

と
は

い
え
な

い
で
あ

ろ
う

。

実

は
、

こ
の
発
想

は
、

朱
熹

の
家

学
、

厳
密

に

い
え
ば

、
父
朱

章
齊

の

詩
観

か
ら

き

て

い
る

と
思

わ

れ
る
。

そ
れ

を

み
る
と

、
朱

熹

の
詩

史
観

に

あ

る
程
度

の
家

学

か
ら

の
発
展

を
認

め

て
も

、

そ

の
発

想
法

は
根

本
的

に

そ

の
家
学

の
思
想

、
詩

観

の
域

を
出

て

い
な

い
ふ
し

が
あ

る
。

朱

章
齊

は

「
窃
か

に
嘗

に
嘆
ず

る

に
、
夫

れ
詩

人
よ

り
以

來

は
唐
よ

り

盛

ん
な
る

は
莫
く

、

其

の
詩

を
読

む
者
皆

桀

然

と
し

て
喜

ぷ

べ
し
。

し

か

る

に
其

の
平
生
を

考

え
る

に
、
大

道

に
軌
し

て

人

の
意

を
厭

足

せ
し
者
有

る

は
鮮

し
。

其

の
甚

し
き
者

曽

ち
間
閻

の
児

童

の
見

と
以
て

異
る

な
し
。

此

の
風
や
唐

の
李

に
至

り

て
尤
も

劇
し

く
、

人
を

し

て
其

の
文
を

鄙
厭

せ

し
む

」

(章
齊
集
巻
九

上
趙
漕
書
)
と

い
い
、

そ

の
書

の
中

で
ま
た

「
唐

の

李
杜
出

て
古

今

の
詩

人
皆
廃

す
。

是

れ
よ
り

し

て
後

、
賎

儒
小

生

は
吻

に

膏

し

舌

を
鼓

ち
、章

を

決
し

句
を

裂
き

、青

黄
相

配

し
組
繍

錯
出

す
。

年

を

窮

め
歯

を
没
す

る
ま

で
求

む
る

に
名
家

を
以

て
す
。

惜
儲

然

と
し

て
天

下

の
巳
を

軋
し

以

て
名
を

取

る
者

有

る
を

恐
る

」
と
も

い
う
。

章

齊

は

こ
こ
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で
詩

の
最

盛
期

は
唐

で
あ

り
、

な

か
で
も

李
白

、
杜

甫

の
出
現

は
古
今

の

詩

人

た
ち

を
す

た
ら

す

ほ
ど
偉

大

で
あ

っ
た

と
認

め
て

い
る
。

そ

の
点

で

は
朱

熹
も

同
じ

で
あ

り

、
張
健

氏

が
第
三

章

の

〈
法

李
杜

〉

の
節

で
指

摘

し

て

い
る
よ
う

に
、
朱

熹

は
語

類

一
四

〇

で
、
詩
を
作

る
者

に
た

い
し

て
、

士
太

夫

が
経
典

に
本

づ

き
、

そ
れ

を
治

め
る

よ
う

に
、
ま

ず
李

、
杜

に
学

べ
と
説

い
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

朱

車

齊
は

唐
詩

、
と

り
わ

け
李

、
杜

を
賞

讃
し

て

い
る
も

の

の
、

そ

の

実

、
唐

の
詩

人

の
平
生

が
大
道

に
合
し

て

い
な

い

こ
と

、
そ

の
た

め
唐
末

以

來

の
詩

が
鄙
ま

れ

る
よ
う

に
な

っ
た

こ
と
、
李

、
杜

が
名

聲
を
博

し

て

か
ら

と

い
う

も

の
は
、

詩

人
と
し

て

の
名
を

求

め
て

一
生
美
辞

麗
句

の
制

作

に
人

々
が
む

か

っ
た

こ
と
を
否

定
的

に
批

判
し

て

い
る
。

ま

た
そ

こ
に

朱

章
齊

の
詩

論

の
力
点

が
あ

っ
た
と

み
る
方

が
妥

当

で
あ

る
。

こ
れ
は

、

朱

熹

が
律
詩

出
現

以
後

、
詩

法
大

い
に
饗

り
、
巧

緻

に
な

る
ば

か
り

で
、

古

人

の
詩
風

に
復

る

こ
と

が
な

く
な

っ
た
と

み
る
詩
論

と
全

く

お
な
じ

視

点

に
立

っ
て

い
る
。

つ
ま

り
、

近
体

詩

の
な
か

の
近
体

詩

で
あ

る
律
詩

は
、

李

白

、杜

甫

の
出
現

に
よ

っ
て
完

成
し

た

と
ど
う

じ

に
、
そ

の
時

か
ら
詩

盟

様

式

の
法

則
性

に

よ

っ
て
、
必

然
的

に

み
ち

び
か
れ

る
技

巧
主
義

へ
の
傾

斜

と
詩
人

の
頽

廃

が
は
じ

ま

っ
た

と
認
識
す

る
点

で
、
朱

熹

父
子

は
全

く

同
じ

発
想

を

と

っ
て

い
る
。

こ

の
よ

う

に
、
朱

熹

は
家
学

の
詩

観

を
積
極

的

に
継
承

し
、

そ

の
上

に

た

っ
て
自

分

の
詩

史
観

を
樹

立
し

た

の
で
あ

っ
て
、

必
ず

し
も

朱
熹

の
独

創

で
は

な

い
。

こ
う

し

て
み
て
み

る
と

、
朱

熹

の
詩
論

の
根
本

に

は
、
律

詩

の
詩

髄
様

式

へ
の
反
機

と
不

信

が
あ

る
か

の
よ
う

で
あ

り
、

そ

の
底

に
は
、

心

に
あ

る
が
ま

ま
を

蓋

し

て
う

た
う

に
ふ
さ

わ
し

い
詩
膿

、
古
詩

へ
の
回

帰

が

つ

ね

に
志

向
さ

れ

て
あ

っ
た

と
考
え

ら
れ

る
。
李

、
杜

の
な
か

で
も

、
李

白

は
と
り

わ
け

詩

に
お
け

る
聖

者

で
あ

っ
た
し

、
そ

の
延

長
線

上

に
、
近

く

は
車
応

物
、

陳
子

昂

、
遠

く
は
漢

魏

の
古
楽

府
、

陶
淵

明

の
天
然

で
離

飾

を
去

っ
た
高

遠

な
風
格

と

ま
す

ら
お

ぷ
り
を

も

つ
詩
篇

を
、
朱

熹

は
賞

愛

し
た

の
で
あ

る
。

こ
の

か
ぎ
り

、
張
健

氏

が
朱

熹

の
詩

論
を

「
尚
古

鄙

今
」

と

み
て

い
る

の
は
あ

た

っ
て

い
る
。

朱

熹

の
詩
論

を
論

述
し

た
章

の
な

か

で
、
と

り
わ
け

問
題

に
な

る

の
は

、

杜
甫

の
詩

に

た

い
す

る
朱

熹

の
評
価

を

め
ぐ

っ
て

の
張

健
氏

の
批

評
作

業

が
全

然

つ
き

こ
み
不

足

で
あ

る

こ
と
で
あ

る
。
朱

熹

は
語
類

一
四
〇

の
な

か

で
、

「
人

々

の
多

く

は
、
杜

子
美

の
要

州

の
詩
を
好

い
と

い
っ
て

い
る

が

、
理
解

で
き

な

い
。
菱

州

の
詩

は
か
え

っ
て
鄭
重

煩
紫

で
あ

り
、

彼

の

中

期
前
期

の

一
節

の
詩

の
好

さ

に
は
か
な

わ
な

い
」

と

い
っ
て

い
る
し
、

ま

た

へ
菱
州

以
後

の
詩

は
学

ぷ

べ
き

で
な

い
、

な

ぜ
な
ら
要

州

以
前

の
詩

は
選

膿
に
な

ら

っ
て

い
る

が
、
そ

れ
以
後

の
詩

は

そ
う

で
は
な

い
か
ら

だ
〉

と
も

い
つ
て

い
る
。

杜

甫

の
菱

州
居

住

を
境

い
と

し

て
、
朱
熹

の
杜

詩

評

価

が
異

る
点

に

つ
い
て
、
張

健
氏

は
第

五
章

の

「李

杜

」

の
節

で
ふ
れ

て

は

い
る
が
、

お

お
む

ね
李
杜

に
関
す

る
朱

熹

の
批

評
を
列

挙
す

る

だ
け

に

終
り

、
何
故

朱
熹

が
杜

甫

の
詩

で
選
髄

を
学

ぷ
も

の
が
好

い
と
し

、
そ
う

で
な

い
菱

州
以

後

の
詩

を
否

定

し
た

の
か
、

そ
も

そ
も
朱

熹

の
所

謂
選
龍

の
詩

と

は
文
選

の
詩
燈

を
意

味
す

る

と
は

い
え
、

文
選

の
な

か

で
ど

の
よ

う

な

詩
を
指

し

て

い
っ
た

の

か
、
氏

は
必
ず

し
も

論
究

し

て

い
な

い
。

同

じ
宋

代

に
あ

っ
て
、
例

え

ば
蘇
東

坡

の
文
学

意
識

が
文

選

の
全
否

定

に
か
け

ら
れ

て

い
た

こ
と
を
思

い
合

せ
る

と
、
朱

熹

は
特
異

で
あ

る
。

こ

れ

は
宋
代

に
か
ぎ

っ
た

こ
と

で
は
な

く
、

唐
宋
古

文
家

の
な

か

で
異
質

だ

と

せ
ね

ば
な

ら
ぬ
。

そ

れ
だ
け

な

お
さ
ら

、
そ

れ

は
考
察

の
対
象

か

ら
は
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ず

す

わ
け

に
は

い
か
な

い
。

に
も

か

か
わ

ら
ず

氏

は
傍

を
す

り

ぬ
け

て

い

る
感
じ

で
あ

る
。

氏

が
傍
を

す

り
ぬ
け

て

い
る

と

い
う

の
は
、

こ

の
著
書

の
あ
ち

ら

の
章

、

こ
ち
ら

の
章

に
、
必

要

に
応
じ

て
朱

熹

の
選
盟

論

の
断

片

が
拾

い
あ
げ

ら
れ

て

い
る
だ
け

で
、
朱
熹

が
学

べ
と

い

っ
た
選

盟

の
詩

が
ど

の
よ
う

な

も

の
を

指
し

て

い
た

の
か
、

総
体

的

に
把
握

検
討

さ

れ
ぬ

ま

ま

に
ほ
う

ら

れ

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

例

え
ば
、

「
封
歴
代

作
家

的
批

評
」

の
第

三
節

で
、

曹
操

父
子

、
劉

槙
、

沈

約
、

謝
霊

運

、
飽

照
に

つ
い
て

の
朱

熹

の
短
評

が

一
応

お
さ

え
ら
れ

て

い
る
し

、

「
朱

熹
的
詩

論

」
第
三

節

で
、
朱

熹

が
語
類

一
四

〇

で

「
古
詩

須
看
西

晋
以

前

」
と

い
い
、

「
東

晋
詩

巳
不

逮
前

人
、
齊

梁

益
浮

薄
」

と

論

じ
、

「
齊

梁

間
之
詩

、
讃

之
使

人

四
肢
皆

獺
、
不

可
収

拾

」
と
談

じ

て

い
る

の
を
引

い
て

い
る

の
が
、

そ
れ

で
あ

る
。

そ
れ
ば

か
り

で
な

く
、
「朱

熹

的
談

論
」

第

二
節

で
は

、
朱
熹

が

「
晋
宋

間
詩
多

間

淡
、

杜

工
部
等
詩

常

忙
了

」

と
語

っ
た
語

類

の
資
料

を

も
あ
げ

て

い
る
。

と
く

に
最

後

の
資

料

は
、

杜
甫

詩

の
欠
点

と

そ
れ

に
対
象

的
な

晋
宋

の
間

の
間

淡
な

味

い
の

詩
篇

を

推
賞

し

て

い
る
も

の

で
あ

り

、
き

わ
め

て
重
要

な
資

料

で
あ

る
に

も

か

か
わ

ら
ず

、
氏

は
単

に
朱

熹

が
重

視

し
た
詩

平
易

説

の

一
例

と
し

て

帰

納

さ
せ

る

に
と
ど

ま

っ
て

い
る
。

こ
れ

ら

の
朱

熹

の
発
言

、
前

述
し

た

「
答
輩

仲
至

」

の
な

か

の
詩

史
観

を
総

合
し

た

だ
け

で
も
、
朱

熹

の
選
能

が
ど

の
よ
う

な

文
選

の
詩

膿
を
指

し

て

い
た
か
充

分
察

知

さ
れ

る
は
ず

で

あ

る
。

朱

熹

に
と

っ
て
、

漢
魏

の
楽
府

、
曹

、
劉

な

ど
建
安

期

の
諸
篇

、

晋
宋

の
聞
淡

な

(
ゆ

っ
た
り

と
し

た

)
味
あ

い
を

も

つ
陶
淵

明
、

謝
霊

運

の
詩
篇

、
変

っ
た

と

こ
ろ

で

は
飽

照

、
そ

れ
に
郭

瑛

の
詩
篇

な

ど
、
自

然

に
流
露

す

る
ま

ま
胸

次

つ
い
て
で
た

も

の
、

平
淡

自
在

の
風

格
を

も

つ
も

の
、
筆

力
雄

健

で
あ

る
も

の
、

そ
れ

ら
を
包

む
古

饅

の
詩
を

よ
し

と
し

た

の
で
あ

っ
て
、
文

選

の
中

の
齊

梁

の
浮
薄

に
な
が

れ
た
詩

篇

は
、
朱

熹

の

所

滑
選

饅

に
は

ふ
く
ま

れ

て

い
な

か

っ
た

と
考

え

る

べ
き

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
朱

熹
が

蘇
東

坡
、
黄

庭

堅

の
詩

に
く
ら

べ

て
、
宋
代

の
詩

人

群

の
中

で
、

と
り

わ
け
陵

放
翁

を

当
代
第

一
流

の
詩

人

と
し

て
も

つ
と
も

高

い
評

価

を
あ

た

え
る
評

語

に
直
結

す

る
も

の
で
も

あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

な
選

盟
と

関
連

さ

せ
て
、
朱

熹

は
杜
甫

の
要

州
居

住
後

の
詩

篇

に
頗

る
否
定

的

な
評

価
を

下
し

て

い
る

こ
と
は

、
先

ほ
ど

ふ
れ

た
と

お

り

で
あ

る
が

、

こ

の
点

に

つ

い
て
も

、

張
健
氏

の
論

究

は
徹
底

性
を

欠

い

て

い
る
。

こ
の
資
料

は

と
り

あ
げ

よ
う

に
よ

つ
て
は
、
朱

熹

の
詩
論

の
核

心

に

せ
ま
る

問
題
性

を

内
包

し

て

い
る

に
も

か
か

わ
ら
ず

、
氏

に
は
は
じ

め
か
ら

、
そ

れ

ほ
ど

の
資
料

と
し

て
と

り
あ

つ
か
う

問
題
意

識

が
欠

如
し

て

い
る
よ
う

で
あ

る
。

今

日
ま

で
、
杜
甫

詩
を

論
じ

た
多

数

の
著
書

論
文

の
な

か
で
、

と
り

わ
け
菱

州

居
住
後

の
詩
篇

に

つ

い
て
、

熱

ぽ

い
批

評
を

展
開

し

た
も

の
に
、
禰

至
氏

の

「
杜

甫
」

が
あ

る
。
褥
至

氏
は

そ

こ
で
「
要

州

に
着

く

と
、
彼

は
ま

た
字

句

の
離
琢

と
音
津

の
推

敲

に

一
部

の
精

力
を

注

ぎ

だ
し

た
。

彼

は

〈
遺

悶
戯

呈

踏
十
九

曹
長

〉

の
な

か
で

「
晩
節

よ
う

や

く
詩

律

に
細

か
な
り

」
と

い

い
、

〈解

悶

十
二
首

〉

の
な

か

で

「
頗

る

陰

(
鰹

)
何

(
遜
)

に
学
ん

で
苦

ん

で
心

を

用
う
」

と

い

っ
て

い
る
。

さ

ら

に
わ

が
子

宗
武

の
た

め

に
、
作
詩

の
工
夫
を

指
導

す

る
と
き

も
、

そ

の

な

か

か
ら
詞
藻

を
拾

う

よ
す

が

と
し

て

「
文
選

」

を
熟
讃

さ

せ
た
。

こ
れ

で
は
ま

る

で
彼

が
ま
た
詩

歌

を

「平

灰

を

ひ
ね
り
類
書

典

故
を

さ

が
す
」

時

代

に
引
戻

そ
う

と
し

た
よ
う

な
も

の
だ
。

だ
が
杜

甫

の
髪
州
時

代

の
詩

句

は
決

し

て
み
な

が

み
な

こ
の
よ
う

な
手

法
を

用

い
た
わ

け

で
は
な

い
。

彼

の
こ
う

し

た
態
度

で
で
き

あ

が

っ
た
代

表
作

で
も

っ
と
も

は

っ
き

り
し

て

い
る

の
は

、

「秋

興
」

八

首
、

「
諸
將

」
五

首

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
詩
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句

に

は
実
際

に

ふ
れ

た
問
題

が
無

い
で
は
な

い
。
国

家

の
災

難

と
人
民

の

貧

困

に
言
及

し

て

い
な

い
で
は
な

い
。

時
代

の
変

化

と
自
己

の
熱

烈
な
希

望

を
写

し
出

し

て

い
な

い
で
は
な

い
。

だ

が

こ
の
貴

重

な
内
容

は
鐸
鍵

と

な

り

ひ
び
く
金

属

性

の
音

節

と
華

麗
な

調
藻

に
お

お

い
か

ぶ
さ
れ

て
し
ま

っ
て
、

後
世

、
杜

詩

の
読
者

は
何

人

と
な
く

そ
う

し
た
音

節

と
調
藻

に
魅

惑

さ
れ
陶

酔

さ

せ
ら

れ
る

だ
け

で
、
幾
度

繰

り
返

し
読

み
な

が
ら

、
結
局

何

を
う

た

っ
て

い
る

の
か
、

追
究
す

る

こ
と
を
忘

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

そ

の
上

こ
れ

ら

の
詩
句

は
ま

た

一
再
な

ら
ず
後

人

に
模
倣

さ

れ
、

こ

こ
か

ら
李

商
隠

の
唯

美

的
な
詩

や

北
宋

の
西
崑

体

の
軽
薄

調

が
生

れ
、
中

国

の

詩

に
少

か
ら

ぬ
幣

害
を

流
し

た
」

と
論

じ

て

い
る

が
、

こ

の
批

評

が
萎

州

時
代

の
杜

甫
詩

に
照
ら

し

て
信
愚
性

を

も

つ
も

の
で
あ

る
だ
け

に
、
張
健

氏

は
、
朱

熹

の
杜

甫
詩
批

判

を
論
評

す

る
さ

い
に
、

こ
の
よ
う

な

ほ
り
さ

げ

が
す

で

に
お

こ
な
わ

れ

て

い
る

こ
と
を

充
分

に
留
意

し

な

が
ら

、
杜
甫

の
菱

州
詩

評

価

の
歴
史

の
な

か

で
、
朱

熹
を

た
だ
し

く
位

置

づ
け

る
操
作

を

お

こ
な

う

べ
き

で
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う

な

こ
と
を

い
う

の
は

、
他

に
も

理
由

が
あ

る
。

そ
れ

は
、
朱

熹

以
前

に
、
杜

甫

の
菱

州
以

後

の
詩

を
極

力
推

挽
し

そ

の
模
倣

に

つ
と

め

た

の
は

、
黄

庭
堅

で
あ

り
、

そ

の
流
を

く
む

江
西
詩

派

の
詩

人
群

で
あ

っ

た

こ
と
を

忘

れ

て
は
な

ら

ぬ
か
ら

で
あ

る
。

朱

熹

の
杜
甫

詩
批

判

が
き
わ

め

て
印
象

主
義

的

で
、
充

分

な
論

理
構
築

が
は
た

さ
れ

ぬ
ま
ま

放

た
れ

て

い
る

が
、
そ

れ

が
黄

庭
堅

(江
西
詩
派
)
を
意

識
し

た
上

で

の
批

判

で
あ

っ

た

こ
と

は
、
朱

熹

が
繰

り
返

し
菱

州
以
前

の
詩

と
以

後

の
詩

と
で

は
杜
甫

詩

が
違

っ
て
き
た

と

い
う

論

点
を
抑

え

て
発
言

し

て

い
る

こ
と
が

、
な

に

よ

り

の
証

拠

で
あ

る
。

し

か
も
興
味

ぶ
か

い
の
は

、
黄
庭

堅

が
憂

州
以
後

の
詩

は
句

法

が
簡

易

で
大
巧

に

い
で
平

淡
な

と

こ
ろ
が
よ

い
と
し

て
模
倣

提
唱

し

て

い
る
の
と

は
、

ま

っ
た

く
対

照
的

に
、
朱

熹

は
そ
れ

ら

の
詩

を

鄭

重
煩

紫

だ
と
し

て
斥

け

て

い
る

こ
と
で
あ

る
。

こ
の
評
語

は
簡

潔

で
あ

る

が
、

こ
の
時

期

の
杜
甫

詩

に
字
句

の
離

琢

と
音
律

の
推

敲

を

み
と
め

、

中

国
詩

文

に
少

か
し

ぬ
幣

害

を
あ

た
え

た

こ
と
を

指
摘
す

る

涯
至
氏

の
評

価

に

つ
な

が
る

も

の
で
、

い
か
に
朱

熹

の
詩
眼

が
そ

の
玩
賞
力

に

お

い
て

卓
越

し

て

い
た
か
知

る

こ
と

が
で
き

る
。

そ

の
他

、
張

健
氏

は
、

蘇
東

坡

と
朱

熹

の
詩
論

を
考

察

し
、

そ

の
評

語

の
類

似
性

か
ら

お
し

て
、
朱

熹

の
詩
論

が
蘇

東

坡

の
啓

発
を

相
当

つ
よ
く

う

け

て

い
る

と
み

て

い
る
。

氏

は

「朱

熹

の
文
論

方

面

で
は
、
も

と

よ
り

蘇
拭

に

た

い
す

る
批

判
は
余

力

を

の

こ
し

て

い
な

い
が
、
詩

論

の
中

で
は

、

東
坡

と

は
か
ら
ず

も

一
致

し

て

い
る
部

分

が
頗

る
多

い
。

朱

熹

が
東
坡

の

啓

発

を
受

け

た
人

で
あ

る

と
極

論
し

て
も

過
分

で
は
な

い
」

と
論

じ
、

語

類

一
四
〇

で
、

「
自
得

」

「
自

在
」

の
趣
旨

を
あ

き

ら
か

に
し

た
若
干

の

評
語

、
例

え
ば

、

「淵

明

詩
平

淡
出
於

自
然

」

「
章

(
応
物

)
則

自
在

」

「
李

賀
較

怪
得

些
、
不

如
太

白
自
在

」

「
李
太

白
詩

非
無

法
度

、

乃
従
容

於
法
度

之
中

・
蓋
聖

於
詩
者

也

」
等

を
あ

げ
、
東

坡
後

集
巻

八

の

「
書

黄

子
思

詩
集
後

序

」

の
な

か
に

み
え
る

「
天

成
」

「
自
得

」

「
超
然

」

の
評

語

と

の
関

連
性

に
着

眼
し

て

い
る
。
.さ
ら

に
、
氏

は

、
陸
游

の
詩

は

江
西

詩
派

の
曽
幾

に
学

ん
で

い
る

が
、
そ

の
詩
論

は
理
学
家

朱

熹

の
詩

論

の
影

響
を
う

け

て

い
る
と

も
指
摘

し

て

い
る
。

こ
れ

ら

の
着

眼
指

摘

は
張
健

氏

ら
し

い
学

問
的
成

果

で
あ

る
。
詩

論

が
詩

の
理
想

的
な

境
界

な

り
様

式

な

り
、
詩

の
美

学

を
語

る
た

め

の
も

の
と
す

れ
ば

、
そ

の
な

か
に

は
、
蘇

東

坡
、
朱

熹

、
陸

游
を

つ
う

じ

て

一
貫

し
て
あ

る
も

の
、
宋
代

の
士

太
夫

が

共
存

し
、

共
感

し

た
美

意

識

が
形
成

さ
れ

て
あ

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

そ

れ

は

い

っ
た

い
何

か
。

と
り

わ
け

氏

は
、
宋
代

の
詩

論

の
研
究
者

で
あ
る

だ
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け

に
、

つ
ね

に
そ

れ
を
問

い

つ
づ
け

る

べ
き

で
あ

る
し

、

そ

の
意

味

で
蘇

東

披

・
朱

熹

・
陸
游

の
詩

論

に

一
連

の
影
響

関
係

を
認

め

る
氏

の
論
及

に

そ

の
種

の
問

題

の
或

る

断
面

を

み
る
思

い
で
興
味

を

ひ
か
れ

た
。

朱
熹
の
詩
経
論

こ

こ
で
論
評
す

る
も

の
は
、

張
健

氏

の
著

書

で
は

、
第

四
章

「
対
詩

経

楚
辞

的
評

論
」

の
部

分

の
第

一
節

に
属

す

る
。

氏

は

ま
ず

、
そ

の
導

言

で
、

朱

熹

が
詩

経

に
た

い
し

て
貢
献

し
た

仕
事

は
詩
経

集
傳

と

い
う
画

期
的

な

著
作

に
あ

る

と

い
う
。

し

か
し

、
厳
格

に

い
え

ば
、
詩

経
集
伝

の
訓
詰

の

方
法

は
鄭

玄

の
箋

と
大
同

小
異

で
あ

る

と
評
し

、
朱

熹
は

た
し

か

に
、

欧

陽
修

の
本
義

、

蘇
轍

の
詩

傳
、

王
質

の
詩
総

閾

、
鄭

樵

の
詩

辮

妄
等

の
訓

詰

の
道
を

継
承

し

た
う

え

で
、

漢
儒

の
詩

序
を
徹

底
的

に
う

ち

く
だ

い
て

い
る
け

れ
ど
も

、
結

局

は
詩
教

の
立

場
を

は
な

れ
な

か

っ
た
と
指

摘
し

て

い
る
。

次

に
、

氏

は
朱
熹

の
六
義

論

を

と
り
あ

げ
る
。

そ

こ
で
は
、
ま

ず

風

雅
頌

の
各

篇

目
内

容

が
朱
熹

の
説

に
よ

っ
て
非

常

に

は

っ
き

り
し

て
き

た

と

の
べ
、
雅

は
大

小

雅
を
、

鄭

は
鄭
風

を
指
す

と

し

た
朱

熹

の
考

え
は

質
実

で
あ

る
評

価
す

る
。
朱

熹

の
賦

比
興

の
文
体

規
定

を
論

じ

て
は
、
文
集

語
類

の
な

か

か
ら

、そ

れ

に
関
係

す

る
朱

熹

の
発
言

を
網

羅
的

に
列

挙
し

、

な

か

で
も

語
類

巻

八
○
記

載

の
賦
比

興
説

が
透

徹
し

て

い
て
朱

熹

の
説

を

知

る
う

え

で
恰

好

の
資
料

で
あ

る

と
注
意

を
う

な

が
し

て

い
る
。

と
り
わ

け

、
解
釈

の
む

つ
か
し

い
比
興

の
表

現
法

に

つ
い
て
、

「
比
は

是
れ

一
物

を

以

て

一
物

に
比
す

も

、
指
す

所

の
事

は
常

に
言
外

に
在

り
。

興
は

是
れ

彼

の

一
物

を
借

り

て
以

て
此

の
事
を

引
き

起
し

、
其

の
事
常

に
下
句

に
在

り
。

但

し
此

の
意

は
切

と
錐

も
却

っ
て
淺

、
興

の
意

は
瀾

と
錐

も
味

あ

い

長
し

」
(
語
類
巻
八
○
)
と
説

く
朱

熹

の
解
釈

は
、

氏

に
云
わ

せ
る

と
、

実
は

「
興
比
相

近
き

も

辮
じ
難

し
。

與

の
比
を

兼

ぬ
る
者

を
た

だ
以

て
比

と
な

さ

ば
則
ち

其

の
意
を

失
う

」

と
論
じ

た
呂

祖
謙

の
説

に
も

と
つ

く

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。

そ

の
他

、
氏

は
詩

経

の
押
韻

が
自
然

で
吟
詠

に
利

し

て

い
る
と

い
う
朱

熹

の
発
言

を

と
り
あ

げ

た
り
、

そ

の
読

解
法

が
儒
教

の
拘

束
を

う
け

ず
開

か

れ
て
進

歩
的

で
あ

る

と
論
じ

た
り

し

て

い
る
。

最

後

に
、
宋

代
諸

家

の
詩
経
解

釈

を
、
朱

熹

が
ど

の
よ
う

に
批

判

し

て

い
た

か

に

つ

い
て
、
そ

の
実
例

を
あ

げ
、

例
え

ば
、

語
類

巻
入

○

の

「
程
先

生

詩
傳

取
義

太
多

、
詩

人
平

易

・
恐
不

如
此

」
、

「
横

渠
云

置
心

平
易
始

知

詩

、
然
横

渠
解

詩
多

不
平

易

」
な

ど
と
語

っ
た
朱

熹

の
発

言
は

み
な
客

観

的

評
価

で
あ

り
、
平

易

の

一
義

を

か
か
げ

て
、

程
横

を
批

判
し

て

い
る

の

は

、
平

易

で
あ

る

こ
と

を
重
視

す

る
朱

熹

の
評

論

と

一
脈
相

通
ず

る
も

の

が
あ
る

と
論

じ

て
、
朱
熹

の
詩

経

に
た

い
す

る
評
論

の
章

を
結

ん

で

い
る
。

こ
こ
に
紹
介

し

た
限

り

に
お

い
て
、
張

健
氏

の
論

究
は

、

一
般

的

な
概

説

の
域

を
出

て
お

ら
ず

、
新
味

に
と
ぼ
し

い
。

平
易

の
評

語
を

つ
か
ま
え

て
、
朱

熹

の
詩

論

と
宋
代

諸
家

の
詩

経
解

釈
批

判

と
を

つ
な

い
だ
氏

の
せ

っ
か
く

の
指
摘

も

、
実

は
す

で

に
目

加

田
誠
博

士

の

「
朱

子

の
詩

集
傳

」

に
あ
き

ら
か

に
あ

げ
ら

れ

て
お
り

、
氏

の
創
見

と

み
る
わ

け

に
は

い
か
な

い
。

か
か
る
優

等

生
的

な
総

括

で
は
、
朱

熹

の
詩
経

に
た

い
す

る
批

評

の

中

核

に
す

え

ら
れ

て
あ

っ
た

も

の
は
、
何

で
あ

っ
た
か
、

つ
い
に
氏

は
論

及
せ
ず

に
終

っ
て

い
る
。

氏

は
文
学

批
評

史
を

専
攻
す

る

研
究
者

で
あ

り

な

が
ら

、
詩

経
集

傳

の
注

釈
方

法

か
ら
朱

熹

の
文
学
思

想

を

ひ
き

だ
す

批

評

的
操

作
を

自
ら
放

棄

し

て
し
ま

っ
て

い
る

と

い

っ
た

ほ
う

が
よ
り

適
切

で
あ

る
か
も

し
れ

ぬ
。

六
朝

に
お

い
て
、
も

っ
と
も

体
系
的

な

文
学
批

評

理
論

の
論
著

を
書

き
あ

げ
た

劉
認

の
考

え
が

そ
う

で
あ
る

よ
う

に
、

歴
代

の
中
国

の
学
者

文

人

に
と

っ
て
、
経

典

に
注
釈

を
加

え
る

仕
事

こ
そ
が
第
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一
義

の
道

だ

と
す

る
意

識

が
あ
り

、

そ

の
意

識

が
経
典

ば

か
り

で
な
く

、

古

典

的
な

詞
華
集

の
編
纂

と
そ

の
注
釈

に
、
彼

ら

の

エ
ネ

ル
ギ
ー

を
傾

注

さ

せ
て
き

た
。

そ
し

て
、
中

国

で
は

、
そ

の
よ
う

な
仕

事
を

文
芸
批

評
学

の
範
鋳

に
入
れ

る
考

え
方

さ
え
あ

っ
た
。

詩

経

は
経
典

の
中

の
唯

一
の
文

学

作

品

で
あ

る
。

朱

熹
は
古

人

の
例

に
も

れ
ず

、
詩
経

を
経
典

と
し

て
あ

つ
か

っ
た
儒
家

で
は
あ

る
が

、
そ

の
注
釈

と

そ

の
方
法

を

と
お
し

て
、朱

熹

の
文
学

思
想

が
再

構
成

で
き

る

ば
ず

で
あ

る
し
、

張
健

氏
も

そ
れ

を
な
す

べ
き

で
あ

っ
た
。

当
時

、
毛

序
を

信
じ

て

い
た
呂

祖
謙

は

、
雅
鄭

を
雅
楽

と
俗
楽

の
意

味

に
と

り
、
雅

楽

で
あ

る
詩
経

に

は
卑

狼

な
俗

楽

が
ま
じ

っ
て

い
る

は
ず

は

な

い
と
し

て
、
朱

熹

の
雅
鄭

説

に
反
対

し

た
ほ

ど
で
あ

っ
た
。

し

か
し
朱

熹

は
徹

底
的

に
毛

序

を
排
し

て
、

桑
中

の
詩
篇

こ
そ

が
、
楽
記

の

「
桑

間

漢

上

は
亡
国

の
音

な

り
」

の
諸
篇

に
あ

た

る
と

い
う

、

当
時

に
あ

っ
て
は

き

わ

め

て
大

胆

な
新
解

を

立

て
、

今

日
も
な

お
そ

の
説

が
生

き

て

い
る
。

朱

熹

は
詩
経

の
詩

を
吟

諦

認
詠
す

る

こ
と

で
、
詩

経

の
原
意

を
忠

実

に
読

み
と

る

こ
と
が
大

事

だ
と
考

え

、
字

を
逐

っ
て
穿

さ
く
す

る

こ
と
を
さ

け

て

い
る
。

そ

の
結

果

、
漢

儒

の
牽

引
附

会

の
説

に
惑

わ
さ

れ
る

こ
と
な

く
、

よ

く
詩

経

の
原
貌

を

と
ら

え
る

こ
と

が

で
き
た

の

で
あ

る
。

そ

の
よ
う

な

方

法

は
、
鄭

風

、
衛
風

の
詩

の
注

釈

に
顕
著

な
発

現
を

み
る
。

そ

こ
に
お

い
て

、
禮
義

に

と
ど
ま

る
道

徳
的

な
解

釈
を

一
貫

し

て
斥
け

た
朱

熹

は
、

男

女

の
情
愛

か

ら

ひ
き

だ

さ
れ

た
仔
情

の
世

界

に
忠
実

で
あ

ろ
う

と
し

た
。

正
直

、
儒
者

ら

し
く
、

淫
奔

の
詩

と
称

し

て
は

い
る

が
、
朱

熹

の
訓

詰

は

当

時

に
あ

っ
て

き
わ

め

て
革

新
的

な
解

釈

で
あ

っ
た
。

そ

の
よ
う

な
訓
詰

を

う
な

が
し

た

も

の
に
、
鄭

樵

の
先
駆

的
存

在

が
あ

っ
た

こ
と

は
た
し

か

で
あ

る
が
、

集

伝

の
制

作

に
あ

た

っ
て
、
鄭

樵

の
小
序

虚
妄

説

を
う

け

い

れ

た
朱
熹

は
立

派

で
あ

っ
た
。

そ

こ
に

は
、
自

分

の
思

想

だ
と

か
、
思

い

こ
み
を
、

原
典

の
な

か

に
持
ち

こ
む

こ
と
を
極

力
さ
け

て
、
原
典

の
意

に

そ

っ
て
、

そ

の
本
来

の
姿

を
生

か
そ
う

と
す

る

禁
欲
的

な
態

度

と
方
法

が

一
貫

し

て
あ

る
か

ら

で
あ

る
。

詩
経
集

伝

の
な

か

で
、
例

え
ば

、
唐

風

の

黒
裏

と

い
う

篇

目
を

注
釈

し

て
み

て
、
朱

熹
は

ど
う

い
う
意

味

の
も

の
か

わ

か
ら

ぬ
と
し

て

、
強

い
て
解

釈
を

ほ

ど

こ
す

こ
と

を
さ

け

て

い
る
。

語

句

に

つ

い
て
も

、
未

詳

と
し

た
例

は
数
多

い
。
繰

返
す

よ
う

で
あ

る
が
、

朱
熹

の
場

合
、

あ
く

ま

で
対
象

の
文

脈
を

そ

こ
な
う

こ
と

な
く

、
そ

れ

に

忠
実

で
あ

ろ
う

と
す

る

ス
ト

イ

ッ
ク
な
学

究
的

な
意

識

が
働

い
て

い
て
、

そ

れ
が
結

果

と
し

て
革
新

的
な

訓
詰

を
も

た
ら

し

た
と
も

い
え

る
。

し
か
し

、
張

健
氏

も
指

摘
し

て

い
る
よ
う

に
、
朱

熹
は
所

詮

儒
者

で
あ

り

、
詩

教

の
立
場
を

す

て
て

い
な

い
。

そ
れ

が
、

明
確

な
姿

を

と

っ
て
、

あ

ら
わ

れ
て
く

る

の
は

、
論
語

の
な

か

に
で

て
く
る

孔
子

の

「思

無

邪
」

の
説

を

め
ぐ

る
朱
熹

の
発

言

に
お

い
て

で
あ

る
。

鄭

風
、
衛

風

の
詩

を
民

謡

と
し

て
あ

つ
か

い
、

そ

こ
に
古
代

に

お
け

る
男
女

の
情

愛

の
交
歓

を
読

み
と

っ
た
朱
熹

で
あ

っ
た
が

、
詩
教

の
立

場

を
固
執

し
た

た

め
、
詩

経

の

詩

人

の
心

は

必
ず

し
も

「
思
無

邪
」

と

は

い
え
な

い
、
読

む
者

が
邪

な
き

心

を
も

っ
て
読

め
ば
、

そ

の
よ
う

な

淫
奔

の
詩

で
あ

っ
て
も
、

反
面

教
師

と
し

て
人
格

陶
治

の
目
的

に
供

す

る

こ
と
が

で
き

る

の
だ

と

い
う
苦

し

い

論

理
を

「
読

呂
氏

詩
桑
中

篇

」

(朱
文
公
文
集
巻
七
〇
)
で
展
開
す

る

こ
と
に

な

る
。
詩

経

に

お

い
て
、
男

女
交
歓

の
仔

情

の
世
界

こ
そ

、
孔

子

が

い
う

よ
う

に
、
古

代
民

衆

の
真

情

の
発
露

が
あ

っ
た
と
考

え
ず

、
や

は

り
そ
れ

ら

の
詩
篇

を

淫
奔

の
詩

と
よ

び
、

そ

の
制

作

の
動
機

に
邪

心
を

認

め
な
け

れ

ば
な

ら
な

か

っ
た

と

こ
ろ

に
、
朱

熹

の
偽

ら
ざ

る
文
学

観

が
あ

る
。

云

い
換
え

る
な

ら
ば

、
注

釈
者

と
し

て
、
詩

経
原

典

の
真
実

の
姿

を
求

め

て
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は

い
る
が

、
読
者

に
た

い
し

て
は
、
邪

な
き

心
を

も

っ
て
淫

奔

の
詩
を

読

め
ば

、
逆

に
そ

の
詩

で
も

っ
て
性

情

の
陶
冶

を

は
か

る

こ
と
が

で
き

る
と

説

く

と

こ
ろ

に
、
あ

く
ま

で
芸

術
と
道

徳

を
統

一
的

に
と

ら
え
よ
う

と
す

る
、

い
か
に
も
朱

熹

ら
し

い
苦

心

の
文
学
論

が
あ

る
。

張
健

氏

が
単

に
朱

熹

の
詩

経

評
価

に
詩

教

の
立
場

が
あ

る
と

い
う

指

摘

に
と

ど
ま

っ
て

い
て
、

そ
れ

か
ら
朱

熹

の
文

学
思
想

に
お
り

て
ゆ

く
批
評

操
作

を
全

然

お
ざ
な

り

に
し

て

い
る

の
は
残
念

で
あ

る
。

朱
熹
の
楚
辞
論

張
健

氏

の
朱

熹

の
楚
辞

評
論

考
察

は
、
詩

経

の
そ

れ
に

く
ら

べ
て

、
さ

ら

に
低

調

で
あ

る
。
朱

熹

の
、
楚

辞
制

作

の
動
機

に
し

て
も

、
歴

代
注

疏

の
批

判

に
し

て
も
、

楚
辞
各

篇

に
関
す

る
解

説

に
し

て
も

、楚

辞
集

注
序

、

楚

辞

後
語

、
目

録
楚
辞

耕

証

の
中

か
ら
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い
て

の
朱

熹

の
言

葉

を

拾

い
あ
げ

て
、
極

め
て
印
象

主
義

的

な
解
説

を
加

え

る

だ
け

に
と
ど

ま

っ
て

い
る
。
集

注

の
方
法

を

検
討

し
、

そ

こ
に
あ

げ
た

資
料

を
総
体

的

に
洗

い
出

し
分

析
す

る
操

作

は

こ
こ

で
も

放
棄

さ
れ

て

い
る
。
極

言
す

る

な
ら

ば
、

氏

は
す

で

に
楚

辞
集

注
を

と

お
し

て
、
朱

熹

の
文
学
意

識

を
再

構
成

し
よ
う

と
す

る
意
欲

を

は
じ

め
か

ら
う
し

な

っ
て

い
る

か

の
よ
う

で

あ

る
。

氏

自
身

、

こ
の
第

四
章

の
詩

経

と
楚
辞

に
対
す

る
評
論

と
題
す

る

部
分

は

い
ち

ば
ん
最

後

に
補
成

し

た
と
、

序

で
語

っ
て

い
た

こ
と
を

思

い

あ
わ

せ

る
と

、

こ

の
章

は
単

に
著
書

の
体

裁
を

と
と

の
え

る

た
め

の
お

つ

き
あ

い
程

度

の
補
成

で
あ

っ
た

の
か
と

か
ん
ぐ

り
た

く
も

な

る
。

し

か
も

こ
の

一
節

の
な
か

で
著
者

が

こ
と

に
力
を

こ
め
て
論

じ

た
部
分

に
問

題

が
あ

る
。

朱

熹

が
楚
辞

集
注

序

で
、

「
楚
人

の
詞

も
亦

た
是

を
以

て
之

を
求

む

れ
ば

、
則

ち

其

れ
情

を
草
木

に
寓

し

、
意
を

男

女

に
托
し

、

以

て
遊

観

の
適
を
極

む

る

且
攣

風

の
流

れ
な

り
。
其

れ
事

を

救

べ
、
情

を

陳

べ
、

今

に
感

じ
古

を
懐

い
、
以

て
君

臣

の
義

を
忘

れ

ざ

る
は
、

攣
雅

の

類

な
り
。

冥
婚

を

語

っ
て
禮

を
越

え
、

怨
憤

を
櫨

べ
て
中

を

失
う

に
至

っ

て
は
、

則
ち

又
風

雅

の
再
変

な
り
。

其

れ
祀

神
歌
舞

の
盛

を

語
る

は
、

則

ち
頌

に
幾
く

し

て
、
其

の
変

や
又

甚
し

き
在

り
。
其

の
賦
を
為

す

は
則

ち

騒
経

の
首
章

の
云

の
如

し
。

比

は
則
ち

香
草

悪
物

の
類

い
な

り
。

興

は
則

ち

物

に
託
し

て
詞

を
興

す
ぴ

初

め
よ
り
義

を

取
ら
ず

。

九
歌

の
況
韮

濃

蘭

は
以

て
公
子

を
興

思
し

て
未

だ
敢

て
言

わ
ざ

る

の
属
な

り
。

然
る

に
詩

は

興

多
く

し

て
比
賦

少
し
。

騒
は
則

ち
興

少
く

し

て
比
賦
多

し

」

と

の
べ
た

一
節
を

引

い
て
、

張
健

氏

は
朱

熹

の
楚
辞

評

価

の
中

で
、

こ
れ
は

き
わ

め

て
重

要

な

一
節

で
あ

る
と

の

べ
、

体
裁
論

と
表
現

方
法
論

を
包

含
す

る
批

評

の
展

開
を

認

め
る
。

と

り
わ
け

、
朱

熹

が
詩
経

の
六
義

を

も

っ
て
楚
辞

の
表
現

論
を

論
じ

て

い
る

の
は
、
朱

熹

の
大

き
な

独
創

で
、
楚

辞

研
究

に

新

し

い
道
を

ひ
ち

い
た
と
評

価
す

る
。

し

か
し

、
楚
辞

の
文

体
を

論
じ

る
場

合
、

詩
経

の
六
義

説

を
引

き
合

い

に
出
し

て
考

察
す

る
方

法

は
、
な

に
も
朱

熹

に

は
じ
ま

っ
た

こ
と

で

は
な

い
。

劉

錫

の
文
心

離
竜

の
弁

騒
篇

は

、
屈
原

を
詞

賦

の
英
傑

と
し

て
評

価

し

て

の
ち

、
従
来

、
経
書

と
対
比

し

て
楚
辞

を
褒

既
す

る
傾
向

が

あ

っ
た

が
、

こ
れ

ら

の
是

非
を

究

明
す

る
た

め
に
、

楚
辞

の
具

体
的

な
表

現
法

に

照
ら

し

て

「
其

の
発

、
舜

の
歌
介

を

陳

べ
、

萬
、
湯

の
祇
敬

を
称
す

る

は

典
詰

の
体

な
り
。
桀

、村

の
狙

披
を

識
り

・
罪

・
澆

の
顛
阻

を
傷
む

は
、

規

講

の
旨

な

り
。

糺
龍

は
以

て
君
子

に
喩

え
、

雲
蜆

は
以

て
読
邪

に
醤
う

る

は
、
比

興

の
義

な

り
。

毎

に

一
顧

し

て
涕
を

掩

い
、
君

門

の
九

重

な
る

を

嘆
ず

る
は

、
忠

怨

の
辞

な

り
。

菰

の
四
時

を

観

る
に
、

風
雅

に
同

じ
き
者

な
り

」
と

の

べ
、
詩
経

風
雅

の
誕
諭

の
精
神

、
比

興

の
文
体

に
結

び

つ
け
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て
、
楚
辞

の
体
裁

と
表

現
法
を

論
じ

て

い
る
。お

そ
ら
く

、
朱

熹

は

こ

の
劉

欄

の
弁

騒
篇

を

ふ
ま
え

て
、
発

展
さ

せ
、

楚
辞

の
饅
裁

と
表

現
方
法

を
詩

経

の
六
義

説

に
ぴ

っ
た

り
結

び

つ
け

て
論

じ

た
で
あ

ろ
う

こ
と

は
、
類
推

に
か

た
く
な

い
。

と
す

れ
ば
、

張
健

氏

が
、

こ
れ
を
も

っ
て
、
朱

熹

の

一

大
創

挙

と
力

説
す

る

の
は
あ
た

っ
て

お
ら
ず

、

い
さ
さ

か
不

見
識

で
あ

る

と

云
わ

ね
ば

な
ら

ぬ
。

弁

騒
篇

は

文
心
離

竜

に
お

い
て

、
劉

錫
が
文

学

の
原

理
を

論
ず

る
に
あ

た

っ
て
、
経
書

と
な

ら

べ
、
し

か
も

経
書

に
な

い
と
り

わ
け
す

ぐ

れ
た
文

章

修

辞
学

の
源
流
を

、
楚

辞

の
豊
麗

な
表
現

法

の
な

か
に

み

い
だ

し
た
楚

辞
論

で
あ

っ
た
。

こ
の
劉

隠

の
文
学

的
立
場

か

ら

の
楚
辞

論

と
朱

熹
が
集

注

序

で
展

開

し
た
楚

辞

の
体
裁

論
、
方

法
論

は

、
お
な

じ
よ
う

に
詩

経

の

六
義

説

と
結

び

つ
け

な

が
ら
、

全
く

そ

の
意
図

は
相

反

し

て

い
た
。

朱
熹

の
意

図
は
、
楚

辞

を
経
典

と
同

じ
よ
う

に
、
倫

理
的

に
価
値
あ

る
書

と
し

て
評
価
す

る

た

め

の
表

現
論

で
あ

っ
た
。

劉

砥
ば
か

り

で
な
く

、
そ

の
他

の
歴
代

の
楚
辞

評
価

の
流

れ
、
例

え

ば
、

准
南

王

、
班

固

、
曹

丕

、
沈
約

、
鍾
燦

、

薫
統

、
庚
信

、
顔

之
推

、
李
白

、

韓
愈

、
柳

宗

元
ら

の
楚
辞

批
評

と
、
朱

熹

の
楚
辞

論
を

つ
き

あ
わ

せ

て
み

た

と
き

、
は

じ

め
て
、
楚

辞
集

注

の
制
作

を

と
お
し

て
、
朱

熹

の
文
学
意

識

は
あ

か
る

み

に
で
る

で
あ

ろ
う

。

張
健

氏

の
、
朱

熹

の
楚
辞

論

に
関
す

る
考
察

が
う

す

っ
ぺ
ら

に
み
え

る
の
は
、
こ

の
よ

う
な

立
体
的

な
観
察

と

分

析
を
全

然

な

い
が
し

ろ

に
し

て

い
る

た
め

で
あ

る
。

さ
ら

に
は
、

朱
熹

が

お

こ
な

っ
た
王

逸

・
洪
興
祖

の
注

疏
批

判

か
ら
、

張
健

氏

は
あ

っ
さ

り
と
集

注
制

作

の
動
機
を

み
ち

び
き

出
し

て

い
る
が
、

そ

れ
だ
け

で
は
、
真

の
動

機

が

つ
か
め
た

と
は

い
え
な

い
。
朱

熹

が
屈
原

の
心
情
解

釈

で
、
王

・
洪

の
注

疏

に
不

満

を

い
だ
き
、

原
典

を
嵯
嘆

詠
歌

す

る

こ
と
を
く

り

か
え
し

な
が

ら
、
集

注

に
お

い
て
、

屈
原

の
憂
国

の
志

を
あ

き

ら
か

に
か

か
げ
よ
う

と

し
た

の
は
、

当
時

、
朱

熹

が
韓

佗
冑

に
よ

っ
て
偽
学

の
読

り
を
う

け

て
、
遜

翁

と
號
し

て
野

に
下

り
な

が
ら

、
南
宋

の
政

治
社

会

の
腐

敗

を
憤

り
、
楚

辞
集

注

の
制

作

に
と

り

か
か

っ
た
情
況

を

ふ
ま

え
ず

に
は
わ

か
ら

ぬ

で
あ

ろ
う
。

と
く

に
張

健

氏

が
朱

熹

の
楚
辞

論
を

儒
家

の
代

表
的

な
離

騒
論

と
し

て
と
ら

え
る

な
ら

ば
、
な

お

さ
ら
、

朱

熹

の
立

た
さ

れ

て

い
た
危

機
的

情
況

に
集

注
制
作

の
動
機
を

み
な

け

れ

ば
な

ら
な

か

っ
た
は
ず

で
あ

る
。

そ
う
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

清

の
陳
澄

が
東

塾
読
書

記

の
な

か

で
指

摘
し

て

い
る
よ
う

に
、
朱
熹

五
十

二
歳

以
前

の
壮

年
期

に

か
か
れ

た

「
答

呂
束

莱
書

」

で

「
屈
宋

唐
景

の
文

は
悲

愁
放

瞳

の
二
端

に
過
ぎ

ず

、
大

い
に
心

の
害

と
な

る
」

と

い
う

、
き

わ

め
て
強

い
楚
辞

否
定

論

か
ら

、

一
転

し

て
、
晩

年
期

に
朱

熹
が
楚

辞
集

注

に
寄

せ

た
高

い
倫

理
的
評

価

と
熱
烈

な
共
感

へ
と
推
移

し

て

い

っ
た
心

境

の
変

化

を
、

と
き

あ

か
す

こ
と

に
も

な

る
で
あ

ろ
う
。

結
論

的

に

い
え
ば

、
張
健

氏

の

「
朱

熹
的
文

学
批

評

研
究
」

は
、

生
物

学

に
喩
え

れ
ば

、
分
類

学

の
範

鋳

を
出

て

い
な

い
。

今

日
、
生
物

学

の
分

野

で
問
題

な

の
は
細
胞

学

で
あ

る
。

こ
の
著
書

で

は
朱

熹

の
文

学
批

評
と

い
う

細
胞

は

つ

い
に
充

分

に
解
剖

さ
れ
な

い
ま

ま

に
お
わ

っ
て

い
る
。

二

九
七

一
・
一
・
二
六

・
完
〉
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