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漢
文
訓
読
の
〈

割
引
率
〉

1
記
億
術
と
し
て

の
定
位

ー　
　
　
　
　

　
　
ホ

古
田

島
洋
介

さ

ま

ざ
ま

な

〈

割
引
率
〉

　
英

語
の

翻

訳
な

ら

誰
も
が

完
璧
を
め

ざ

す
。

い

や、

英
語
に

限
る

ま
い

。

外
国

語
を
翻

訳
す
る

と

な
れ
ば、

原
文
の

内
容
を
一

〇
〇

％
日

本
語
に

移
そ

う
と

努
力

す
る

の

が

当
然
だ

。

　
「

こ

の

翻
訳
法
を
用
い

れ
ば
七

〇

％
は

正

確
に

翻
訳
で

き

る

で

し

ょ

う
」

な
ど

と

腰
砕
け

の

文
句
を
記
す
翻
訳
指
南
書
は

見
た
こ

と

が

な
い

。

た

と

え、

一

つ

の

言
語

の

内
容
を
漏
れ
な
く
他
の

言
語
に

置
き
換
え

る

こ

と

が

本

質
的
に

可
能
か

ど

う
か、

懐
疑
的
な

意
見
を
述
べ

て

い

る

に

せ

よ、

だ
。

　
と

こ

ろ

が、

往
時
よ

り
日

本
人
が

中
国
古
典
文
の

翻

訳
法
と

し
て

用
い

て

き
た

（
と

言
わ
れ

る）

漢
文
訓
読
に

な
る

と、

な

ぜ

か

話
が
一

変
す
る。

管
見
に

入
っ

た

字
句
を
紹

介
し

て

み

れ
ば

ー

訓
読
は

六

割
て

い

ど

の

直
訳
だ

。

　
　

　
　
　
　
　
　

　　
　ザ

（

藤

堂
明

保
『

漢
文
入

門
』

）

漢

文
訓
読
の

〈
割

引

率
〉

古
田

島
洋
介

＊

ヨ
R

語

文
化
学

科

専
任

講
師

凵

中
比
較

文
学

「

訓
読
」

で

き

た

ら

七

〇
％
以

上
解
釈
で

き

る

と

い

わ
れ
る

。

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
ヨソ

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　（
河
合
塾

『

漢
文
入

門
篇
』

）

日

本
人
は、

中
国
の

「

古
文
」

で

書
か

れ

た

あ
ら
ゆ

る

文
章
を、

固

定
的
な

技
術
で

あ

る
「

訓
読
」

で

八

分
ど
お

り、

読
み

く
だ

き、

理

解
し

て

し

ま

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
ヨビ

う
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
（
鈴
木
修
次

『

漢
字
』

）

「

直
訳
」

だ

の

「

固
定
的
な
技
術
」

だ

の

と

言
っ

て

は

い

る

が、

訓
読
が

正

確
に

翻
訳
で

き
る
割
合
に

注

目

す
れ

ば、

そ

れ
ぞ
れ

六
割
派、

七

割
派、

八

割
派

と

い

う
わ
け

で

あ
る

。

こ

れ

を
体
裁
よ

く
称
す
れ

ば、

訓
読
の

翻

訳
〈

有
効
率
〉

と

な

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　ロ
ぐり

ろ
う。

山

本
夏
彦
氏
の

ご

と

く
「

七
割

分

れ

ば

全
部
分
っ

た

も
同
然
」

と

啖
呵

を

切

る

の

な

ら、

そ

れ
ま

で

の

話
だ。

ま

た

「

〈

訓
読
方
式
〉

漢
文
自
動
翻
訳
ソ

フ

ト
」

（
む

ろ
ん、

そ
ん

な
も
の

は

な
い

が
）

の

宣
伝
文
句
で

あ
る

な
ら

ば、

問
題

な
く
鈴
木
修
次
氏
の

制
作
に

係
る

ソ

フ

ト

が

圧
倒
的
な
シ
ェ

ア

を
占
め

て

け

り

が

つ

く
だ

ろ

う。

し

か

し、

事
は

「

訓
読
」

と

い

う
同
一

の

ソ

フ

ト
商
品

、

し

か

も

古
来
か

ら
の

伝
統
を
誇
る

老
舗
の

定
番
商
品
に

関
わ
る
の

で

あ

る
。

六
割

だ

の

七

割
だ

の

八

割
だ

の

と

有
効
率
に

差
が

あ
る

が、

裏
を
返
せ

ば、

差
し

引
き

四

割、

三
割、

二

割
は

正

確
を
期

し
が

た

い

と

主
張
し
て

い

る
に

等
し

い
。

訓

読
の

翻
訳

〈

割
引
率
〉

だ
、

も
っ

と

も、

割
引
率
を

明
示
し

な
い

店
も
あ

る。

訓

読
に

対
し

て

漠
然
と

懐
疑
を

述
べ

る

場
合
で

あ
る

。

「

訓
読
に

引
き
ず
ら

れ
て

原
文
の

意
味

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
ロ
らレ

を
誤
解
し

て

い

る

人
が

か

な
り

い

る
」

と

言
う
に

せ

よ、

「

語
学
教
育
的
見

地
か

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
ピい

ら
種
々

の

欠
陥
を

持
つ

と

思
わ

れ

る

あ
の

訓
読
法
」

と
言
う
に

せ

よ、

な
に

が

し

か

の

割
引
率
が

設
定
さ

れ

て
い

る

の

だ

ろ

う。

そ
れ
に

し

て

も、

訓
読
が

翻
訳
法

で

あ
る
と

す
る

な

ら
ば、

こ

の

さ

ま
ざ
ま

な
割
引
率
は
い

っ

た

い

何
を
意
味
す
る

の

だ
ろ
う
か
。

　
む

ろ
ん、

割
引
な
ど

小

人
の

た

し
な
み

と

ば
か

り、

定
価
の

ま

ま
売
っ

て

い

る55

」
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明

星
大

学
研
究

紀
要

冖
日

本

文
化
学

部
・、
高

語
文

化
学

科蝋
第
五

号
　一
九
九

七

年

店

も
あ
る。

訓

読
の

翻

訳
有
効
率
十
割
を
誕
う
わ

け

だ
。

日

本
人
は、

中
斟
語
を
知

ら

な
く
て

も
：

…・
訓

読
法
に

蕾
熟
す
れ

ば、

中
国

　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　け
アい

の

古
典
を
正

し
く

読
解
で

き

る。
　
　
　
　
　
　

（
乾
一

夫
『

漢
文
入

門』
）

訓

読
と

は

翻

訳
な
の

で

あ
る

。

…

…

日

本
に

は、

わ

れ
わ

れ

の

祖
先

が

二

干

年
に

わ
た
っ

て

開

発
し

て

き

た

訓
読
と

い

う、

中
国
の

古
典
を
読
解

す
る

た

め

の、

世

界
の

言
語

史
上
に

類
の

な
い

す
ば

ら

し

い

方
法
が

発
明

さ

れ
て

お

り、

そ
れ

に

よ
っ

て

中
国
の

学
者
に

少
し

も
劣
ら

な
い

古
典
の

読
解
が

な

さ

　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　　
きり

れ

て

い

る。
　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

（
原
田

種
成

『

私
の

漢
文
講
義』
）

景
気
の

よ
い

話
だ
。

乾
氏
の

「
中
国
語
を
知

ら

な
く
て

も
」

が

少
し
気
に

か

か

る

が、

こ

れ
は

「

現

代
中
国
語
を
知
ら

な

く
て

も
」

の

意
。

漢
文

は

中
国
語
で

音
読

す
べ

し
と

の

主
張、

い

わ
ゆ

る

音
読
論
に

気
づ

か
（．
た

字
句
で

あ
る

。

た
だ
し、

こ

こ

で

は

煩
を
避
け、

音
読
論
に

は

論
及
し

な
い
。

「

（
唐
詩
を）

現
代
中
国
語
の

発
音
で

読
む

な
ど

と

い

う
こ

と
は、

百

害
あ
っ

て
一

利
な
し

」

　
（
吉
沢

康
夫

『

新

　
　

　

　
　
　
　
　
ヨ　

漢
文
の

基
本
構
文
捌
』

）

と
い

う
斬
り
捨
て

御
免
の

言
葉
だ
け

を
紹

介
し

て

お

く。

　
し

か

し、

右
の

ご

と

く
割

引
率
な
し、

訓

読
の

翻

訳
有
効
率
は

十
割
と

言
わ

れ

て

も、

す
で

に

さ

ま
ざ
ま
な

割
引
率
を
児
て

し

ま
っ

た

以
上、

何
や
ら

胡
散
臭
さ

が

漂
う
の

が

実
感
で

は
な
か

ろ
う
か

。

他
店

で

欠
陥
あ
り

と

認
定
さ

れ

て

い

る

商

品

を、

買
い

に

行
っ

た

先
の

店
で
一

切

の

問．
題

な
し

と
言
わ
れ
て

も、

に

わ
か

に

は

信
じ
ら

れ
ぬ

。

い

っ

た

ん

訓
読
に

対
す
る

懐
疑
を
覚
え
た
か

ら

に

は、

乾
氏
の

「

訓

読
法
に

習
熟
す
れ

ば
」

と

い

う
字
旬
さ

え、

「

訓

読
法
の

利
点
の

み

な

ら
ず、

そ

の

欠
陥
を
も
十

分

に

わ

き
ま
え

れ
ば
」

の

意
昧
で

は

な
い

か

と

勘
繰
り

た

く

も

な
っ

で

く
る。

，
我
々

は

漢
文
甜

読
を
翻
訳
法
と

し
て

ど

こ

ま
で

信
頼
し

て

よ
い

の

だ

ろ
う
か

。

56

割
引
率
の

根

拠

　

言

う
ま

で

も
な
く、

問
題
は

割
引
率
の

内
容
で

あ
る

。

何
を

以

て

二

割

か

ら

四

割
の

罰
引
率
が

生
じ

て
い

る

の

だ

ろ

う
か
。

　

ま
ず
は

割
引
率
四

割
派

。

藤
堂
明

保
氏
は

『

史
記
』

商
君
伝
の

「

所
以
居

官
而

守
法
」

．
（

く
わ
ん

に

お

き

て

は

ふ

を
ま

も
ら

し

む

る
ゆ

ゑ

ん）

を
「

そ

れ

を
役
目

に

つ

け
て、

法
を
守
ら
せ

る

よ
う
な
人
物
」

の

意
だ

と

解
説
し、

次
の

よ
う
に

述

べ

る。
訓
読
で

は、」
「

所
以
」

を
「

ゆ

え
ん
」

と

読
む

約

束
が

あ

る。

だ

が

…

…

そ

の

型
だ

け

に

と

ら
わ

れ
て、

「

所
以
」

は
い

つ

で

も
「

わ

け
」

と

訳
す
る

と

　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　
ハ
リレ

考
え

る

と、

ト
ン

デ

も
な
い

こ

と

に

な
る

。

言
い

換
え

れ

ば、

「

〈

所
以
〉

に

は

熟

字
訓
〈

ゆ

ゑ

ん
〉

が

定
着
し

て

い

る

も
の

の
、

そ
の

定
訓
〈

ゆ

ゑ

ん
〉

な

る

日

本
語
を
そ

の

ま

ま
受
け

取
っ

て、

い

つ

で

も

〈

わ
け
〉

の

意
味
だ

と

解
し

た

ら
誤
訳

を
犯

す
」

と

な
ろ

う。

要
す
る

に、

定
訓

が

た

だ

ち

に

訳
語
に

結
び
つ

か

ぬ

場
合
が

あ

る

と

い

う
わ

け

だ。

こ

れ

を
漢

文
全

体
で

見
れ

ば、

ざ
っ

と

四

割
に

達
す

る

も
の

と

藤
堂
氏
は

推
算
し

た

の

で

あ

ろ

う

か
。

　
次
に

割
引
率
三

割
派
の

根
拠
で

あ

る。

先

に

引
い

た

の

は

大
手

予
備
校
と

し

て

名
高
い

河
合
塾
の

テ

キ

ス

ト

で、

受
験
生
に

対
し

て

訓
読
の

頼
り

な

い

部
分

を
示

す
の

は

気
が

退

け

た

の

か、

割
引
率
三

割
の

内
容
は

明

記
し

て

い

な
い

。

た

だ

し、

直
後
に
．

「
書
き
下
し
文
の

書
き

方
」

や

「

置

き
字
」

に
つ

い

て

の

解

説
が

続

き、

そ

の

「

置
き
字
」

に

関
す
る

説

明

に

「
漢
文

の

中
で、

読
ま
な
い

宇
を
置

き

字
と

い

う
。

し

か

し湘

読
ま

な
い

と

は
い

っ

て

も、

そ

れ

ぞ

れ

特
有
の

は

た

ら

き
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ハ
ロワ

を
も
つ

の

で

無
視
し

て

よ
い

も
の

で

は
な
い

」

と
の

字
句
が

見、
凡

る

の

で、

少
な

く
と

も、

訓
読
の

さ

い

に

置
き

字
が

発
音
さ

れ

ず、

そ
の

ま
ま

無
視

さ

れ

る

危
険

が

あ
る
こ

と
を
割
引

率
三

割
の

な
か

に

含
め

て

い

る

も
の

と

思
わ
れ
る。

た

だ

し、

そ
れ

が

集
積
さ
れ

て

三
割
に

達
す
る

と

考
え

て
い

る

の

か
、

他
に

も
何
か

原

因

を
想
定
し

て

い

る

の

か、

臆
測
の

域
を
出
な
い

。

し
た

が

っ

て、

こ

こ

で

は、

同
じ

く
割
引
率
三
割
説
を

記
し

た

こ

と

の

あ
る

人
物
に

代
弁
の

労
を
取
ら
せ

よ

う
。

そ

の

人
物
と
は、

何
を
隠
そ
う、

こ

の

私
自
身
で

あ
る。

か

つ

て

河
合
塾
の

教
壇
で

当
該
テ

キ
ス

ト
を
用
い

て

漢
文
を

講
じ

た
こ

と

も
あ
る

の

で、

多
少

は

代

弁
役
を
つ

と

め

る

資
格
も
責
務
も
あ
る
か

と

思
う

。

　

数
年
前、

私
は

拙
文
中
に

「

書
下
し
文
は

せ

い

ぜ

い

七

割
程
度
の

不
完
全

な
翻

訳
唖 ．
と

書
い

た

こ

と

が

あ
る

。

厳
密
に

は、

原
文
に

訓
点
を
付
し
た

訓

読
文
と

そ

の

結
果
と

し

て

の

書
下

し

文

で

は

翻

訳
有
効
率
に

差
が

出
て

く
る

が、

今
は

暫
く

問
わ

な
い

こ

と

に

す
る

。

と

に

か

く
「

七
割
程
度
の

不
完
全
な

翻

訳
」

と

記
し

た

以
上

、

割
引
率
三
割
派
の
一

員
と
い

う
わ
け
だ

。

顧
み

る

に、

河
合
塾
の

テ

キ

ス

ト

に

記
さ

れ
た

有
効
率
七

割
を
意
識
し

て

書
い

た

記

憶
は

な
い
。

し

か

し、

割
引

率
三
割
の

見

積
り

に

は、

そ

の

時
点
で

私
な
り

の

根
拠
が

あ
っ

た
。

　

第
一

は、

先
の

藤
堂
氏
と

同
じ

く、

定
訓
が

訳
語
に

直
結
し

な
い

場
合
が

あ

る

こ

と

だ
。

　
「

学
而
時
習

之、

不
亦
説
乎
」

（

『

論
語
』

学
而）

は

「

学
ん

で

時
に

之

を
習
ふ、

ま
た
説
ば

し

か

ら

ず
や
」

と

入
口

に

膾
炙
す
る

ご

と

く、

「

時
」

字
は

定
訓
を
以
て

「

と

き
に
」

と

訓
ず
る

の

が

現
行
の

訓
読
で

あ
る

。

そ
し

て、

「

と

き

に
」

と

い

う
日

本
語
を
そ

の

ま
ま
受
け
取
る
か

ぎ

り、
　
「
と

き
お

り、

と

き
た

ま
」

の

意
味
に

し

か

解
し

得
ま
い
。

け

れ

ど

も、

こ

の

「

時
」

は

「

以

時
」

（
何

晏
『

論
語
集
解
』

）

あ

る

い

は
「

時
時
」

（
朱

子
『

論
語

集
注
』）

と

解
釈
さ

れ
る

字
で、

そ

れ
ぞ
れ
「

然
る
べ

き

時
に

」

「

い

つ

で

も、

常
に
」

な
ど

と

訳
さ

ね
ば

な
ら

な

い
。

い

つ

れ
に

せ

よ、

訓

読
「
と

き
に
」

が

そ
の

ま
ま

訳
に

結
び

つ

か

な

漢
文
訓

読
の

（

割
引

率
V

古

田
島

洋
介

い

の

で

あ
る

。

ま
た、

「

す
な
は

ち
」

と

訓
ず
る

「

乃
」

や

「

輒
」

を、

「

な

ん

と

／
そ
こ

で

は

じ

め

て
」

「

そ

の

た

び

ご

と

に
」

な
ど

と

訳
す
場
合
も
こ

れ

に

準
ず

る。

定
訓

「

す
な
は

ち
」

の

ま

ま
で

は

訳
文
と

し
て

通
用

し

な

い
。

　
第
二

に、

訓
読
が

古
語
を
用
い

る

以
上、

そ

の

古
語
を
誤

解
し

て

漢
文
の

意
味

合
い

を
取

り

違
え
る

危
険
性
が

否
定
で

き

な
い

か

ら
だ

。

「

漸
入

佳
境
」

（
『

並

目

書
』

顧
催
之
伝
）

を
「

や
う
や

く
佳
境
に

入
る
」

と

訓
読
で

き

て

も、
　

「

や

う
や

く
」

を
「

や
っ

と

の

こ

と

で
」

と

解
し

た
ら

誤
り
で

あ

る
。

古
語

「

や

う
や

く
」

は

「

し

だ

い

に、

だ

ん

だ

ん
」

の

意
。

ま

た、

「

考
」

は
「

か

ん

が

ふ
」

と

訓

じ

さ

え
す
れ

ば
事
無
き
を
得
た

か

の

よ
う
だ

が、

古
語

「

か

ん

が

ふ
」

は

「
調
べ

て

明

ら
か

に

す
る
」

意。

現
代
語

「

か

ん
が

え

る
」

と

違
い
、

単
に

頭
を
働
か

せ

る
意

味
で

は

な
い
。

　

第
三

に、

訓
読
は
翻
訳
と

言
い

な
が

ら、

訳
出
時
の

語
序
に

強

い

制
約
が

あ

り、

お
い

そ
れ
と

自
由
が

き
か

ぬ

点
で

あ
る

。

「

趙
亦
終

不
予

秦
檗
」

（
『

史
記
』

廉
頗
藺
相
如

伝）
「

文
王

遇
呂
尚

於

渭
水
之
陽
」

（

『

十
八

史
略
』

周）

は、

そ

れ

ぞ
れ

必

ず
「

趙
も
亦
た

終
に

秦
に

璧
を
予
へ

ず
」

「

文
王

呂
尚
に

渭
水
の

陽
に

遇

ふ
」

と

訓
む。

こ

れ
を

「

趙
も
亦
た

終

に

璧
を

秦
に

予
へ

ず」
「

文
王

渭
水
の

陽

に

呂
尚
に

遇
ふ
」

と
訓
読
す
る

こ

と
は

許
さ
れ

な

い
。

翻

訳
に

し
て

は、

あ
ま

り

に

不

自
由
な
話
で

は

な
か

ろ

う
か

。

英
語
の

翻
訳
で

二

重

目
的
語
や

目

的
語
＋

副

詞

句
の

訳
出
順
序
が

固
定
さ
れ
て

い

る

と

い

う
話
は

寡
聞
に

し

て

知
ら

ぬ
。

〈

頃
 

oqp
。

〈
 

ヨ
Φ

爵
Φ

σ
oo

屏
〉

や
〈
H
　
oo
国

≦
一
μ

Φ

「

　一
コ

叶

プ
 

ω
け

「

Φ

Φ
叶

〉

を
「

あ
の

人
は

例
の

本
を
私
に

く

れ
た
」

「

私
は

通
り
で

そ

の

女
性
に

会
っ

た
」

と

訳
し

て

も
罪

に

は

な
る

ま
い
。

　

以
上、

三
つ

の

理

由
を

お
の

お

の

ざ
っ

と
一

割
と

算
定

し、

合
計
三

割
の

割
引

率
と

い

う
の

が

当
時
の

私
の

考
え

で

あ
っ

た。

　

最
後
に

割
引
率
二

割
派
で

あ
る

。

鈴
木
修
次
氏
は

左
の

よ

う
に

言

う
。
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鴨

星

大

学
研
究

紀
要
【
日

本
文

化
学

部
・・
言

語
文

化
学
科
U

第
髭

号

　一
瓦

見
七

年

　

　

訓

読
と

い

う
の

は、

実
は

か

な

り
荒
っ

ぽ

い

翻
訳

技
術
で

あ
っ

た
。

受
験
英

　

　

語
の

英
文
解
釈
法
よ
り

も、

も
っ

と

型
に

は
め

て、

技
術
的
に、

荒
っ

ぽ

く

　

　

読
み

く
だ

い

て

ゆ
く
の

が

い

わ

ゆ

る

「

訓

読
」

で

あ
る

。

訓
読
技
術
は、

こ

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
ハ
お　

　

　
ま

か

い

修
正

が

あ
ま
り
き

か

な
い
．

こ

れ

だ
け

で

は、

ど

の

よ
う
に

「

荒
っ

ぽ
い

」

の

か

具
体
性
に

欠
け
る

。

　
「

型
に

は

め

て、

技
術
的
に
」

と

の

字
句
か

ら
推
測
す
る

に、

右
に

掲
げ
た

私
の

三

割
説

の

第
…

お

よ

び

第
三
あ
た
り
と

似
た

理

由
を
想
定
し、

割
引
率
を
二

割
と

し

た

の

で

は

な
か

ろ

う
か
。

つ

ま

り、

「

乃
」

字
が

あ

れ

ば、

と

に

か

く
定
訓

「

す

な
は

ち
」

で

す
ま
し

て

し

ま

い
、

ま
た

「

漢
王

授
我
上

将
軍
印
」

（
『

史
記
」

淮
陰
侯

伝
V

と

く
れ

ば、

有
無
を
竺

同

わ
せ

ず
「

漢
王

我
に

上

将
軍
の

印

を

授

く
」

と

訓

じ、
　

「

漢
モ

上
将
軍
の

印
を
我

に

授
く

」

を
認
め

な
い

よ

う
な
制
約
を
念
頭
に

置
い

て

の

言
か

と
思
わ

れ
る
。

恣
意
に

よ
る

想
像
に

す
ぎ
な
い．
が、

ま

ず
は

中
た

ら
ず
と

い
、
尺

ど

も
遠
か

ら

ず
だ

ろ

う
。

「

型
に

は
め

て、

技
術
的
に

」

は

「

機
械

的
に
」

の

意
と

解
し

て

差
支
え
あ
る

ま
い
。

　

右、

各
割
引
率
の

根
拠
を
吟
味
し

て

み

た

が、

ど

の

劃
引
率
の

算
定
に

も
【

つ

と

し
て

統
計
表
が

添
え

て

あ

る
わ
け
で

は

な
い
。

自
然
科

学
者
の

目

か

ら

児
れ

ば、

数

値
の

根
拠
は

皆
無
も
同
然、

児
戯
に

等
し

い

丼
勘
定
に

す
ぎ

ま

い
・

ま

た、

翻
訳
と

は

あ
る

作
品
を
訳
す
言
語

の

そ

の

時
点
に

お
け

る

口

語
に

基
礎
を
置

く
も
の

だ

と

い

う
立
場
か

ら
見
れ

ば、

古
語

を
用
い

る

漢
文
訓

読
が

翻

訳
と

言
え

ぬ
￥
｝
と
は

白
明

の

理

で、

右
の

吟
味
な
ぞ

ほ

と

ん

ど

徒
労
と

も
思
え

る

だ

ろ

う
。

し

か

し、

按
ず
る

に、

と

か

く
混
乱
し

や

す
い

訓

読
の

問
題

に

は、

愚
直
に

す
ぎ

る

ほ

ど
地

道
な
考
察
が

必

要
だ。

な

に

し
ろ

関
係
者
が

（
私
を
心
含
め

て
〉

そ
れ

ぞ

れ
異
な
っ

た

割
引
率
を
設
定
し

て
い

る
の

だ

か

ら、

一

度
は

多
少
の

整
理

を
試

み

て

お

い

て

も

無
駄
に

は
な
る
ま
い

。

「

こ

の

国
際
化
の

時
代
に

漢
文
訓

読
な
ど
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と
」

と

つ

ぶ

や
く
の

で

あ
れ
ば、

話
は

別
だ

が。

　
い

つ

れ

に

せ

よ、

こ

の

よ

う
に

見
て

く
る

と、

漢
文
訓

読
の

翻
訳
有
効
率
十

割

説、

す
な
わ

ち

割
引
率
な
し

の

説
は

成
り
立
つ

ま
い

と

思

わ

れ
る
。

も
し

成
り

立

つ

と

す
れ

ば、

先
に

も
述

べ

た

よ

う
に
、

「

訓

読
法
の

利
点

の

み

な

ら

ず、

そ

の

欠
陥
を
も
十
分

に

わ
き
ま、
尺

れ

ば
」 、

そ

こ

で

は

じ
め

て

翻

訳
有
効
率
は

十

割、

と

し
か

言
い

よ

う
が

あ
る

ま
い
。

割
引
率
の

説
明

　

さ

て、

こ

こ

で

さ

ら

に

問
題

と
な

る

の

は、

な

ぜ

こ

の

よ
う
な
割

引
率
が

存
在

し

な
が

ら、

す
な
わ

ち
翻
訳
法
と

し

て

の

欠
陥
も

し
く
は

不
自

由
さ
を
抱
え

な
が

ら、

漢
文
訓

読
が

古
来
か

ら
営
々

と

続
い

て

き
た

の

か

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

た

ま
た

ま

機
会
あ
っ

て

平
安
朝
仮
名
文
学
を
専
攻
す
る

某
氏
に

意
見
を
問
う
た
と

こ

ろ、

「

単
な
る

昔
か

ら
の

惰
性
で

し

ょ

う
」

と

い

う
に

べ

も
な

い

答
が

返
っ

て

き

た
。

も
し

か

す
る

と、

そ

れ

が

真
相
に

近
い

の

か

も
し

れ

な
い
。

が
、

そ
の

可

能

性
を
多
少

は

認
め

つ

つ

も、

や
は

り

存
続
し

て

き

た

か

ら

に

は、

そ
れ
な
り

の

何

か

合
理

的
な
理

由
が

あ
る

は
ず
だ

と

考
え

る

の

が

生
産
的
か

と

思

う。

こ

こ

で

は、

前
節
で

私
が

割
引
率
の

根
拠
と

し

て

列
挙
し

た

理

由
を
基
準
に

し

て

話
を
進

め

て

み

た

い
。

我
田

引
水
の

嫌
い

は

免
れ
な
い

が、

割
引
率
四
割
派
の

藤
堂
明

保

氏
に

せ

よ．

二

割
派
の

鈴
木
修
次
氏
に

せ

よ、

そ

の

根
拠
は

三

割

派
た

る

私
の

根

拠
に

ほ

ぼ

重
な
る

と

推
さ

れ

る

か

ら

で

あ
る。

　

た
だ

し、

土
掲
の

三

つ

の

根
拠
の

う
ち、

第
二

の

根
拠、

つ

ま

り

古
語
を

誤
解

す
る

危
険
性
は、

当
面
の

考
察
の

対
象
か

ら
は

ず
し

て

差
支
え
な
い

だ

ろ

う。

な

ぜ

な

ら、

こ

れ

は
漢
文
訓
読
の

本
質
的
な
問
題
で

は

な
く、

あ
く
ま

で

古
語
に

関

す
る

聞
題
だ

か

ら

で

あ
る

。

も
ち

ろ

ん、

古
語
を
現
代
語
の

類
推
で

誤
解
す
る

問

題
が

か

ら

ま
る

と
い

う
事
実
そ
の

も
の

が、

実

は

漢
文
が

国
語

科
に

お
い

て

現
代
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文
・

古
文

の

要
素
を
も
多
分
に

含
ん

だ
　

種
の

総
合
分

野
で

あ
る

こ

と

の

証
明

に

も
な
る

の

だ

が、

た

だ
ち
に

訓

読
の

割
引
率
の

解
明

に

つ

な

が

る
見
込
み

は

薄

い
。

結
局、

残
り
の

二

つ
、

す
な
わ

ち
定
訓
の

偏
重
と

語
序
の

制
約
の

問
題
が

割

引
率
の

本
質
へ

と

迫
る
突
破
口

に

な

ろ

う。

　
一

般
に、

漢
文
の

教
師
が

学
生
か

ら

定
訓
の

偏
重
や
語
序
の

制
約
に

つ

い

て

質

問
さ

れ

た

場
合、

ど

の

よ
う
に

答
え
る
だ

ろ

う
か

。

な
か

に

は、

あ
っ

さ
り
訓

読

の

欠
点
だ

と

認

め

て

す
ま
す
教
師
も
い

る

か

も
し

れ

ぬ

が、

私
が

知
合
い

の

漢
文

教
師
仲
間
に

聞
い

た
と

こ

ろ

で

は、

だ
い

た

い

二

つ

の

点
で

結

果
が
一

致

し
て

い

る

よ
う
だ

。

一

つ

は、

説
明

内
容
が

似
た

り
寄
っ

た

り

だ

と

い

う
点
に

お

い

て
。

二

つ

に

は、

こ

の

二

つ

の

問
題
を
別
々

に

扱
っ

て

い

る

点
に

お

い

て。

　

ま

ず
定
訓
の

偏
重
で

あ
る

。

学
生

か

ら

「

〈

乃
〉

を
〈

な
ん
と

／
そ

こ

で

は

じ

め

て
〉

と

解
釈
す
る

な
ら、

な

ぜ

最
初
か

ら
〈

乃
〉

を
〈

な
ん

と

／
そ

こ

で

は

じ

め

て
〉

と

読
ま

ず、

い

っ

た

ん

〈

す
な
は

ち
〉

と

訓
じ
て

か

ら
〈

な
ん

と

／
そ

こ

で

は
じ

め

て
〉

と

理
解
す
る

よ
う
な
迂
遠
な
方
法
を
用
い

る

の

か
p．

　
〈

す
な
は

ち
〉

と

い

う
日

本
語
は
〈

な
ん

と

／
そ
こ

で

は
じ

め

て
〉

の

意
味
と

結
び

つ

か

な

い
」

と

質
問
さ

れ
た

と
し
よ
う。

お

お

か

た

の

教
師
は、

「

そ

れ
が

漢
文
訓

読
の

〈

型
〉

と

い

う
も
の

だ
」

と

答
え

て

い

る
よ
う
で

あ
る

。

「

ま

ず
は

〈

乃
〉

を
定

訓
で

（

す
な
は

ち
〉

と
訓
み、

そ

れ
か

ら
文
脈
を
に

ら

ん

で、
〈

な
ん
と

／
そ
こ

で

は

じ

め

て
〉

と

解
す
る
の

が

漢
文
訓

読
の

手
続
き
だ
」

と
。

　

け
れ
ど

も、

こ

れ

で

は

疑
問
は

解
消
し

ま
い

。

最
終
的
に、

何
の

た
め

に

「

す

な
は

ち
」

と

訓
ん
だ

の

か、

さ
っ

ぱ
り
わ

か

ら

な
い

か

ら

で

あ
る

。

の

っ

け

か

ら

文
脈
を
に

ら
み、

〈

な
ん

と

／
そ

こ

で

は

じ

め

て
〉

と

読
め

ば

よ
い

で

は

な
い

か

…

…。

ど

う
に

も、

す
っ

き

り
し

な
い

の

で

あ
る

。

　

次
に

語
序
の

制
約
で

あ
る。

「

〈

孔
子

問
礼
於
老

子
V

は

〈

孔
子

礼
を
老
子

に

問
ふ
〉

と

訓
む

と

い

う
が、

〈

孔
子

老
子

に

礼
を
問
ふ
〉

と

訓
ん

で

も
き

ち

ん

と

漢
文

訓
読
の

〈
割

引
率〉
古
田

島
洋
介

し

た

日

本
語
に

な
っ

て

お

り、

意
味
も
す
っ

き
り

と
通
じ

る
。

な

ぜ

〈

孔

子

老

子
に

礼
を
問
ふ
〉

は

訓
読
と
し

て

認
め

ら
れ
な
い

の

か

2
」

こ

れ

に

対
す
る

答
も

た

い

て

い

の

教
師
に

共
通
で、

「

な

る

べ

く
原
文
の

語
順
に

そ
っ

て

訓
む
」

と

い

う
も
の

だ。

　
し

か

し、

こ

の

回

答
も
質

問
者
を

満
足
さ

せ

は

し

ま
い
。

レ

点
の、

一

二

点

の
、

上
下
点
の

と

小
う
る

さ
く
返

り

点
を
打
っ

て

語
順
を

引
っ

繰
り

返
し

て

お

き

な
が

ら、

今
さ
ら

「

原
文
の

語
順
に

そ
っ

て
」

も
何
も
な

か

ろ

う。
「

孔
子

老

子

に

礼
を
問
ふ
」

と

訓
ん

だ

と

こ

ろ

で、

さ
し

て

返
り

点
が

複
雑
に

な
る

わ

け

で

も

な

い
。

な
ぜ

十
分

に

意
味
の

通
じ
る

「

孔
子

老
子
に

礼
を

問
ふ
」

と

い

う
訓

み

を
許
容
し

な

い

の

だ

ろ

う
か

。

「

ヲ
ニ

ト
（

鬼
と
）

逢
う
た

ら

返

れ
」 、

つ

ま

り

助

詞
「

ヲ
・

二

・

ト
」

に

出
会
っ

た

ら
返
り

点
で

引
っ

繰
り

返
せ

と

い

う
訓

読
の

定

石
か

ら

見
て

も、

「

二

」

「

ヲ
」

の

い

つ

れ
に

も
返
り
点
の

付

く
「

孔

子

老
子

に

礼
を
問
ふ
」

の

ほ

う
が

却
っ

て

好
都
合
な

く
ら

い

で

は
な
い

か
。

や

は

り、

す
っ

き
り
し

な
い

ま

ま
で

あ
る

。

　
で

は、

ど
う
す
る

か
。

お

お
か

た

の

教
師

は

右
に

記
し

た
よ
う
な
回
答
で

切

り

抜
け

て

い

る

よ
う
だ

が、

少
々

吟
味
し

て

み

た

ご

と

く、

い

つ

れ

も
十
分
に

納
得

の

ゆ

く
説
明

と
は

言
え
な
い

だ

ろ

う
。

事
実、

私
自
身
も
今
ま
で

満
足
の

ゆ

く
回

答
を
見
出
だ

せ

ず
に

い

た。

も
し
質
問
さ
れ

た

ら
、

ど

う
答
え
る

べ

き
か。

さ

し

て

良
心
的
な

教
師

で

も
な
い

我

が

身
だ

が、

さ

す
が

に

不

安
に

思
っ

て

き

た

質
問

な
の

で

あ
る

。

読
者
諸
賢
に

は

み

ご

と

な
説
明

を
用

意
し

て

い

る
方
が

あ

る

や
も

し

れ

な
い
。

そ

う
だ

と

し

た
ら、

ぜ

ひ

と

も
御
教
示

い

た

だ

き

た
い

と

思
う

。

そ

れ
が、

お

そ
ら

く
は

先
の

割
引
率
の

本
質
を
明
ら

か

に

す
る

こ

と

に

も
な
ろ

う
。

た
だ
し、

「

御
教
示
を

願
う

」

な
ぞ

と
へ

っ

ぴ

り

腰
で

終
わ
っ

て

は

面
白
く
も
あ

る

ま
い
。

以
下、

節
を
改
め

て

愚
案
を
記
し、

以
て

各
位
の

御
参
考
に

供
し
た
い

　

ロ
　
　

　
　む

と
田
ロ・
つ
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明

贔
大

学
研

究
紀
要

【
日

本
文

化
学
部

二
言

語
文
化

学
科剛
第
五

号

一
凡
九

七

年

「

記
憶
術
」

と

し

て

の

漢
文
訓
読

　

も
し

漢
文
訓

読
が

何
ら

か

の

統
一

的
な
原
理

に

基
づ

く

体
系
を

成
し

て

い

る

の

だ

と

す
れ
ば、

前
節
の

二

つ

の

問
題、

す
な

わ

ち
定
訓
の

偏
重

と

語

序
の

制
約
の

間
題
の

背
後
に

も、「

同
一

の

原
理

が

働
い

て

い

る
可

能
性
を
想
定
で

き

よ

う
。

そ

し

て．

そ

の

原
理
は

「

記
憶
術
」

の

語

を
以

て

要
約
で

き
る
の

で

は

な
い

か
。

こ

れ

が

最
も
合
理

的
と

信
ず
る

私
見
で

あ
る

。

　

す
で

に

鈴
木
直
治

『

中
国
語
と

漢
文』

を
お

読
み

の

方
は

お

気
づ

き
の

こ

と

だ

ろ

う、

鈴
木
氏
は

繰
り

返

し

〈

漢
文
訓

読
が

原
文
を
記
憶
し

や

す
い

よ
う
に

発
達

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　ハ
れば

し

て

き
た
〉

旨
を
強
調
し

て

い

る。

記
憶
が

日

的
で

あ

る

以

上、

そ

の

た

め

に

発

達
し

て

き

た

漢
文
訓

読
が

記

憶
術
と

な
る
の

は、

少

な
く
と

も

記

憶
術
の

性
質
を

帯
び

る

の

は、

理

の

当
然
で

は

な
か

ろ
う
か。

そ
し

て
、

訓

読
の

背

後
で

記
憶
術

が

原
理

と
し

て

働
い

て

い

る

と

な

れ
ば、

そ

の

要
諦
が

原
文
喚
起
力
に

あ
る

こ

と

は

言

を

俟
た

な

い
。

つ

ま
り、

原
文
の

意
味
を
表
出
す
る

こ

と
よ

り

も、

原
文
の

字
旬
を
脳
裏
に

描
出
す
る

こ

と

こ

そ、

な
に

よ

り

も
訓
読
に

期
待

さ

れ
た

役
割
で

は

な
か

っ

た

か

と

愚
考
す
る

の

で

あ

る
。

　

鈴
木
氏
が

当
該

書
の

な
か

で

所
論
の

前
提
と

し

て

力
説
す
る

よ
う
にザ

，

古
来
の

漢
文
学
習
法
は

暗
記

で

あ
っ

た
。

古
典
中
国
語
の

文
章
11
原
文

が

枉
が

り

な

り
に

も
口

本
語
口

訓
読
文
に

変
換
さ

れ
れ
ば、

現
代
の

我
々

は

つ

い

翻
訳
だ

と

思
っ

て

し

ま

う。

た

し

か

に、

後
述
す
る

ご

と

く、

漢
文
訓
読
は

翻
訳
法
と

し

て

出
発
し

た

た

め、

訓

読
文
は

翻

訳
と

し

て

も
通
用
す
る

側
面
を
多
分
に

持
っ

て

い

る。

し

か

し、

古
人
の

訓

読
に

お

け
る

や、

そ

の

主

た

る
目
的
は

原
文
の

暗
記
で

あ
っ

た
。

訓

読
文
と

い

う
日

本
語
を

暗
誦
し、

そ
の

原
文
喚
起
力
に

よ
っ

て

原
文
の

字

甸
が

脳
裏
に

浮
か

ぶ

よ
う
に、「

つ

ま
り
原

文
が

暗
記、
で

き
る

よ
う

に

し
た
ー

ー
こ

の

二

重
の

暗
記
過
程
が

組
み

込
ま
れ
た

記

憶
術
こ

そ

が

漢
文

訓
読
の

正
体
で

は

な
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い

の

か
。

漢
文
調

読
の

結
果
と

し

て

得
ち

れ
た

訓
読
文
は、

そ

れ
自

体
は

臼

本
語

外、
あ
り

な
が

ら、

日

本
語
と
し

て

の

翻
訳
文
よ

り

も、

自
身
が

生

ま

れ

出
た

古
典

中
国
語

の

原
文
の

ほ

う
を
指
向
し
て

い

る

の

だ
。

少
な
く
と

も、

そ

う
理

解
し

さ

え

す
れ

ば、

訓

読
と

翻

訳
と

の

ず
れ、

す
な
わ
ち

訓
読
の

翻

訳
割
引
率
が

合
理

的

に

説
明

で

き
る

と

信
ず
る

の

で

あ
る

。

　

で

は、

こ

こ

で

実
際
に、

上
述
の

二

つ

の

問
題、

す
な
わ

ち
定
訓

の

偏

重

と

語

序
の

制
約
の

問
題
を
既
出
の

例
に

そ
っ

て

記

憶
術
の

立
場
か

ら

考
え
な
お

し

て

み

よ
う

。

　

藤
堂

氏
の

掲
げ

た

例
文

巾
の

「

所
以
」

は、

た

し
か

に

「

入

物
」

の

意

で

あ

る
。

し

か

し、

意
味
の

表
出
を
優
先

し、

「

ひ

と
」

と

訓

じ

て

暗
誦

し

た

と

し

て

も、

原
文
が

「

所
以
」

だ

と

は

暗
記
で

き
な

い
。

「

ひ

と
」

と
聞
け
ば、

誰
し

も

、
原

文
は

「

八
」

だ

と

思
っ

て

し

ま

う
だ

ろ

う。

　

『

論

語
鰯

学
而
の

「

時
」

も
同
じ

だ
。

「

と

き
に
」

と

訓
ん

で

暗
誦

す
れ

ば

こ

そ、

原
文
「

時」

の

凱
子

が

脳
裏
に

浮
か

ぶ
。

意
味
の

誤

解
を

恐
れ

て

「

然
る
べ

き

時
に
」

だ

の

「

常
に
」

だ

の

と

訓

読
し
た

ら、

暗
記
に

と
っ

て

は
不
利
な

ば

か

り
で

あ
る
。

　

「

乃
／
輒
」

に

つ

い

て
9・
o

同
様
で

あ
る

。

」
な
ん

と

／
そ

こ

で

は

じ

め

て
」

「

そ

の

た

び

ご

と
に

」

で

は、

「

乃

／
輒
」

の

富
が

想
起

し

づ

ら

い
。

「

す
な

は

ち
」

と

訓
じ

て

暗
謝
す
る

こ

と

に

よ
り、

は

じ

め

て

「

乃，、
／

輒
」

の

字
が

念
頭
に

浮
か

ぶ

の

で

あ

る。

　

要
す
る

に、

定
訓
を
偏
重

す
る

の

は、

定
訓

な

れ
ば

こ

そ、

つ

ま

り

訓
と

宇
と

の

密
着
度
が

高
い

か

ら
こ

そ、

そ
れ

に

よ
〔．
て

原
文
の

字
句
が

喚
起

さ

れ、

暗
記

に

便
利
だ

か

ら
な
の

で

あ

る。

　
例
の

「

使
」

を
用
い

た
使
役
形
と
仮
定
形
の

…

晃

混
乱

し

や

す
い

ほ

ど

接
近
し

た
調
読
も、

実
は

記
憶
に

は
有
利

に

で

き
て

い

る
。

つ

ま
り

ー
使
役
形

「

俊
N
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VL

は
「

N
を
し

て

V
せ

し
む
」

と
訓
み、

仮
定
形

「

使
NV

」

は

「

N
を
し

て

V
せ

し
め

ば

／
N
を
し

て

V
せ

し

む

と

も
」

と

訓
む

。

前
者
は

よ
い

と

し
て

も、

後
者
は

「

も
し

N
が

V
す
れ

ば

／
た

と

え
N
が

V
し

て

も
」

の

意
味
で

あ
る
か

ら、

「

使
」

を
「

も
し

／
た
と

ひ
」

と

訓
じ、
「

も
し

NV

せ

ば

／
た

と

ひ

NV

す
と

も
」

と

訓
読
す
る
ほ

う
が

翻
訳
に

は

便
利
で

あ
る

。

し

か

し、

記
憶
の

た

め

の

利
便
か

ら

言
え

ば、

「

も
し

／
た
と

ひ
」

で

は

「

若
・

如
／
仮
令
・

縦
令
」

な

ど

が

想
起
さ
れ、
「

使
」

な
の

か

ど

う
か

怪
し

く
な
る。

あ
た

か

も
使
役
形
で

あ
る

か

の

よ
う
に

訓
ん

で

お
け

ば、
「

使
」

字
の

存
在
が

記
憶
し
や

す
く
な
る
わ

け

だ
。

　
ま
た、
「

趙
亦
終

不
予
秦
璧
」

「

文
王
遇
呂
尚

於

渭
水
之
陽
」

「

漢
王
授
我

上
将

軍
印
」

「

孔

子

問
礼
於
老

子
」

を、

そ

れ
ぞ
れ
必

ず
「

趙
も
亦
た

終
に

秦
に

璧
を

予
へ

ず
」

「

文

王

呂

尚
に

渭
水
の

陽
に

遇
ふ
」

「

漢

王

我
に

上

将
軍
の

印
を
授

く
」

「

孔

子

礼
を

老
子
に

問
ふ
」

と

訓
む

よ

う
規
定
し

て

い

る

の

も、

原
文
の

暗

記
に

都
合
が

よ
い

か

ら
だ

。

第
一

に、

な
る

べ

く
原
文
の

語
序
に

そ
っ

て

訓
み、

暗
誦
し
て

お

く
ほ

う
が、

原
文
再
生

時
の

負
担
が

軽
く
て

す
む

。

た

と

え
わ
つ

か

で

あ
っ

て

も

返
り

点
を
増
や

し
て

負
担
を
重

く
す
る

よ

う
な
事
態
は

避
け

た
い

。

第
二

に

〔
お

そ

ら

く、

こ

ち

ら

が

大
き
な
理

由
だ
）、

訓
読
と

し

て

「

趙
も
亦
た

終

に

璧
を
秦
に

予
へ

ず
」

「

文
王

渭
水
の

陽
に

呂
尚

に

遇
ふ
」

な
ど

を
も
許
容
し

て

し

ま
う
と
、

原
文
が

「

趙
亦
終
不
予

秦
檗
」

な
の

か

「

趙
亦
終
不

予
璧
於
秦
」

な
の

か、

「

文
王
遇
呂
尚
於
渭
水
之
陽
」

な
の

か

「

文
王

渭
水
之

陽
遇
呂
尚
」

な

の

か
、

わ

か

ら
な

く
な
っ

て

し
ま
う
か

ら
で

あ
る。

こ

の

よ
う
な
混
乱
は、

い

か

に

も
原
文
の

再
現
に

と
っ

て

不
利
で

あ
ろ

う
。

先
に

漢
文
訓
読
が

語
順
の

不

自
由

さ

を
抱
え

て

い

る

と

述
べ

た

が、

そ

れ
は

あ

く
ま
で

翻

訳
の

立

場
か

ら

見

れ

ば

の

話
で

あ
り、

記
憶
術
の

観
点
よ
り
す
れ
ば
実
に

合
理

的
な
必

然
の

結
果
な
の

だ
。

た

ぶ

ん、

「

為
政
以
徳」
（

『

論
語
』

為
政）

を
「

政
を
為

す
に

徳
を
以
て

す
」

な

ど

と

敢
え

て

不
自
然
な
日

本
語
に

訓
じ
る

よ

う
規
定
し

た

の

も
同
様
の

理

由
だ

ろ

漢
文

訓
読
の

〈
割

引
率〉
占
田

島

洋
介

う
。

ど

う
せ

意
味
の

表
出
に

大
差
は

な
い

か

ら
と

い

っ

て、
「

徳
を
以
て

政

を
為

す
」

と

い

う
訓
読
も

許
し
て

し
ま

う
と、

「

以
徳
為
政
」

と

区
別
が

つ

か

な
ぐ
な

っ

て

し

ま

う
の

で

あ
る。

　

つ

ま

り、

漢
文
訓

読
の

原
理

を
記

憶
術
と

仮
定
し、

原
文
喚
起
力
に

着
目
す
れ

ば、

定
訓
の

偏
重
も
語
序
の

制
約
も、

統
一

的
か

つ

合
理

的
に

説
明

で

き

る

の

で

あ
る。

　

い

や、

定
訓
の

偏
重
や
語
序
の

制
約
に

限
ら
な

い
。

そ
の

他
の

漢
文
訓
読
の

特

徴
も、

記
憶
術
を
原
理

と

看

做
し、

原
文
喚
起
力
を

以
て

必

要
条
件
と

な

せ

ば、

ほ

ぼ

納
得
の

ゆ

く
説
明

が

可

能
と

な
る。

　

た

と

え

ば、

漢
文
訓

読
に

著
し

い

即

字
性
で

あ
る

。

「

与
倶
」

は、

「

与
」

も

「

倶
」

も
「

と

も
に
」

の

意
。

同
義
反
復
の

副
詞
で

あ
る
。

意
昧
の

表
出
を

主
眼

と

す
る

な
ら
ば、

二

字
合
わ

せ

て

単
に

「

と

も
に
」

と
訓
ん

で

お

け

ば

十

分

だ

ろ

う
。

事
実、

そ

う
訓

ず
る
人

も
い

る
。

し

か

し、

訓
読
の

現
場
で

は

「

と

も
に

と

も
に
」

と

繰
り

返
す
訓

み

方
も
依
然
と

し

て

好
ま

れ

て
い

る
。

明

ら
か

に

日

本
語

と

し

て

不
自
然
な、

し
た

が

っ

て

翻

訳
と

し

て

は

決
し
て

誉
め

ら

れ

ぬ

こ

の

種

の

訓
読
が

何
故
に

行
な
わ
れ
て

い

る
の

か。

一

般
に、

こ

れ
は

字
に

即

し

て

訓
む

訓

読
の

特
徴
だ

と

言
わ

れ
る

。

だ

が、

そ

の

特
徴
が

ど

こ

か

ら

生
じ

た

の

か

と

言

え

ば、

や

は

り

記
憶
の

便
宜
を

図
っ

た

と

し

か

考
え
ら

れ
な
い

。

単
に

「

と

も
に

」

と

訓
じ

た

の

で

は、

原
文
が

「

与
」

も
し

く
は

「

倶
」

の

い

つ

れ

か
一

字
な
の

か、

は

た

ま
た

「

与
倶
」

の

二

字
な

の

か、

暗
記
に

さ
い

し

て

不
便
だ

か

ら
で

あ

る
。

　

ま
た、

お

そ

ら
く
漢
文
訓
読
の

特
徴
と

し

て

最
も
目
立
つ

簡
潔
さ
・
力
強
さ

も、

記
憶
術
の

立

場
か

ら

見

れ
ば、

す
ん

な
り
と

理

解
で

き

る

だ

ろ

う。

短
か

け

れ
ば

短
か
い

ほ

ど、

印
象
が

強
け

れ

ば
強

い

ほ

ど、

記
憶
に

好

都
A
冂

だ

か

ら
で

あ

る。

　

た

と

え

ば、

訓
読
は

古
語
を
用
い

る

と

い

い

な
が

ら、

実
際

に

は、

古
文

に

現61
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明

星
大

学
研
究

紀
要
【
u
本

文
化

学
部

二．［
語

文
化

学
科】
第
五

号
　一
儿
ル

七
年

わ

れ
る

多

数
の

助

動
詞
の

う
ち、

ほ

ん

の
｝

部
し

か

使
わ

な
い

。

現
行
の

訓
読
で

目

に

す
る

の

は、

完
了

「

り
」 、

未
来

「

ん
」

（
推
量・
意
志

「

む
」

の

音
便
） 、

打

消
コ

ず
L 、

可

能
「

べ

し
」 、

受

身
「
る
・

ら

る
」 、

使

役
「

し

む
」 、

断
定
「

な

り
・
た
り

」 、

比

況
「

ご

と

し
」

く
ら
い

な

も
の

だ

ろ

う。

ま

さ
に

必

要
最
低
限
で

あ
る。

い

や、

完

了
だ

か

ら

と

い

っ

て、

常
に

「

り
」

を
加
え
る

わ
け
で

は

な

い
。

「

往
」

と

い

う
動
作
が

完
了
し

て

い

て

も、

た

い

て

い

は
「

往
く

し

で

す
ま

せ

て

し
ま
う

。

い

つ

で

も
律
儀
に

「

盆
け

り
」

と

調

ず
る

と

は

隈
ら

な
い
。

記

憶

の

負
担
を
徒
ら
に

増
す
冗
長
さ

は、

少
し
で

も
避
け

る

に

如

く
は
な
い

か

ら

だ
。

ま

た、

程
度
が

高
い

こ

と
を
表
わ
す

「

甚
」

を
古
文

で

翻

訳
す
る
な
ら、

「

い

と
」

で

よ
か
っ

た

は

ず
だ

。

「

く
る
」

意
の

「

来
」

も、

力

変
動
詞

「

く
」

を

当
て

れ

ば

意
味
の

表

出
に

は

十

分
だ
っ

た
は

ず
で

あ
る

。

け

れ

ど
も、

訓
読
で

は

「

は

な

は

だ
」

「
き

た
る
」

と

訓
む。

こ

う
し

た

和
文
系

と
異

な
る

漢
文
系
の

語
彙
は、

記
憶
に

鮮
明

に

焼
き

付

け
る

た

め
、

こ

と
さ

ら

印
象
の

強
烈

な
語
を
使
う
よ

う
に

し

た

結
果
で

あ
ろ
う

。

和
文
系

と

異
な

れ
ば

こ

そ
印
象
が

鮮
や

か

に

な
り、

記

憶

に

有
利
に

な
一
ノ

た

の

で

あ
る

。

し
ば

し

ば
指
摘
さ
れ
る

漢
文
訓
読
に

特
有
の

簡
勁

な

律
動
感
は、

美
意
識
云
々

の

理
由
も
あ
ろ

う
が、

ま

ず
は

記
憶
に

と
っ

て

便
利

な

簡
潔
さ

と

力
強
さ
が

醸
し

出
す
効
果
と

見

て

大
過
あ
る
ま
い

。

　
以

上、

漢
文
訓
読
を
記
憶
術
と

看
做
す
立

場
か

ら、

定
訓
の

偏

重
と

語
序
の

制

約
の

問
題、

ま

た

即

字
性
・

籥
潔
性
・

印
象
性
な
ど

の

特
微
を
説

明

し

て

み

た
。

そ

れ

な
り

に

説
得

力
は
あ

る

か

と

愚
考
す
る
の

だ

が、

果
た

し
て

如

何。

た

だ

し、

こ

こ

で、

も
う
一

つ

大
き
な
特
徴
を
付
け

加
え

ね

ば
な
ら

な
い

。

そ

れ
は

解

釈
性
で

あ
る

。

こ

こ

ま
で

「

漢
文
訓
読
は

翻
訳
に

非
ず、

意
味
の

表
出

が

訓
読
の

主
眼
で

は

な
い
」

と

言
っ

て

話
を
進
め

て

お

き
な
が

ら、

今
さ

ら

何
を
言
い

出

す

の

か

と

御
立

腹
に

な
る

か

も
し

れ

ぬ

が、

し
ば
ら

く
御
辛
抱
い

た

だ

き

た

い
。

要

は、

記
憶
術
と
意
昧
解

釈
は

相
反

す
る
も
の

で

は

な
く、

意
味
解
釈
は

あ
く
ま
で

62

記

憶
術
の
一

部
分

だ

と

主
張

し
た

い

の

で

あ
る。

　
一

体
に、

意
味
の

わ
か

ら

ぬ

文
章
ほ

ど

記
憶
し

づ

ら

い

も
の

は

な
い

。

か

つ

て

記
憶
術
者
と

し

て

知
ら
れ

た

渡
辺

剛
彰
氏
も、

文
章
の

記

憶
に

つ

い

て

は、
　

「

意

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

に
ぶト

味
の

わ

か

ら

な

い

事
は

党
え
ら

れ

る

は

ず
が

あ

り

ま
せ

ん
」

と
雪
口

っ

て

い

る。

お

そ
ら

く
日

本
人

が

占
典
中
国
語
た

る

漢
文
を
音

読
せ

ず、

訓
を

活
用
し

て

読
む

よ

う
に

な
っ

た

最
大
の

理

由
は、

音
読
で

は

ろ

く
に

意
味

が

わ

か

ら
ず、

し

た

が

っ

て

原
文

を
記
憶
す
る

負
担
が

限

度
を
越
え

た
た

め

で

あ
ろ

う
。

歴

史
的

な
経

緯
に

つ

い

て

は

簡
略
に

後
述
す
る

が、

中
国
語
の

発

音

で

読
ん

で

も、

ま
た

日

木
の

漢

字
音
（
い

わ

ゆ

る

呉
音
ま
た
は

漢
音）

で

お
経

の

よ
う

に

読
ん

で

も、

悲
し
い

か

な、

日

本
人

は

ほ

と

ん

ど

漢
字
の

意
味
が

理

解

で

き
な
い

。

中
園
藷
の

発
音

な

ら

い

ざ

知

ら

ず、

日

本
漢
字
音
で

も
わ
か

ら

な
い

の

か

と

不
思
議
に

思
う
か

も
し

れ

な
い

が、

す
で

に

長
い

あ
い

だ

漢
字
を
扱
っ

て

き
て、

漢
字
に

慣
れ

て

い

る

は

ず

の

今
ロ

の

我

々

で

も、

音
読
み

で

は

た
い

し

て

意
昧

が

わ

か

ら

な
い

の

が

実
陦
で

あ

る
。

た

め

し

に

「

ケ

ン
」

と

発
音
し
て

み

よ

う
。

さ
っ

と

意
味
が

理

解

で

き

る

だ

ろ

う
か．、

ま

ず
無
理

な
話
だ

。

「

県
」

か

「

券
」

か
、

は

た
ま
た

「

犬
」

か
。

ほ

か

に

も
「
ケ

ン
」

と

発
音
す
る

漢
字
は

数
多
く
あ
る

が、

さ

し

あ
た

り
こ

の

三

字
の

い

つ

れ

か

だ

と

す
る

と、

ど

う
説
明

す
れ

ば

意
味
が

わ

か

る

だ

ろ

う
か
。

ふ

つ

う

前
二

者
は

音
読
み

し

か

し

な
い

の

で、

「

神
奈
川
県

の

〈

県
〉

」

「

乗
車
券
の

〈

券
＞

」

な
ど

と

贋
字
法
に

頼
一．
て

説

明

す
る

し

か

あ
る

ま
い

。

し

か

し、
「

犬
」

は

「

い

ぬ
」

と

訓
読
み

す
れ

ば、

た

だ

ち

に

意
味
が

〜

解
で

き

る。

こ

こ

が

肝

腎

だ
。

む

ろ

ん
、

「

券
」

を
「

切
符
の

〈

券
〉

」

と

説
明

す

る

こ

と

も

で

き
る。

こ

れ

と

て

「

い

ぬ
」

と

同
じ

く
意
味
を
用
い

た

説
明
だ
。

け

れ

ど

も、
「

券
」

を
「

き

っ

ぶ
」

と

発
音
す
る

約
束
は

日

本
語

に

な

い
。

「

犬」

な

ら、

維
で

も

コ

い

ぬ
L

と

発
音
す
る

の

が

日

本
語

の

約
束
だ。

す
な
わ

ち

定
訓
で

あ
る。

つ

ま

り、

爵
読

み

で

は

意
味
が

わ

か

ら

ぬ

漢
字
も、

訓

読
み

す
れ

ば

意
味
が

理

解

で

き

る
。

し

た
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が
っ

て、

漢
字
の

意
味
を

承

知
し

て

い

る

こ

と

が

漢
文
を
記
憶
す
る
た

め

の

前
提

で

あ
る

な
ら

ば、

当
然、

定
訓
に

よ

る

訓
読
み

が

有
利
と

い

う
こ

と

に

な
る。

も

ち

ろ

ん
、

我
々

が

音
読
み

で

聞
い

て

も
漢
字
の

意
味
を
理

解
す
る

こ

と

は

可
能
で

あ
る

。

た

だ

し、

そ

れ
は
一

般
に

二

字
以
上

の

熟
語
の

場
合
だ。

「

県
」

も
「

券
」

も、

「

県
営
」

「

証
券
」

と

聞
け
ば、

す
ぐ
に

意
味
が

わ

か

る

だ

ろ
う。

も
っ

と

も、

「

キ

ン

ケ

ン
」

で

は

「

近

県
」

か

「

金
券
」

か

わ

か

ら
な
い

が
。

　

現
行
の

訓

読
で

は、

漢
字
を
訓

ず
る
さ

い
、

一

字
で

意
味
が

独
立

し
て

い

れ

ば

訓
読
み、

二

字
以

上
で

意
味
の

ま
と

ま
り

を
成
し

て

い

れ

ば

音
読
み

が

原
則
で

あ

る
。

こ

れ

は

意
味
の

表
出
に

有
利
な
規
則
で、

し

た

が

っ

て

記
憶
に

も
利
点
が

多

い
。
「
後
世
必

有
以

酒
亡

国
者
」

（

『

十

八

史
略
』

周）

は

「

後
世、

必

ず
酒
を
以

て

国
を
亡

ぼ

す
者
有
ら

ん
」

と

訓
読
す
れ
ば、

た

だ

ち

に

意
味
が

了
解
で

き

る

だ

ろ
う

。

　一

字
な
ら
訓
読
み、

二

字
以
上

は

音
読
み

の

原
則
に

基
づ

い

て

い

る

か

ら

だ
。

ち
な

み

に

「

必
」

以

下
を
音
読
み

し

て

み

れ
ば

よ

い
。

「

ヒ

ツ

に

シ

ユ

を

イ

し

て

コ

ク

を
バ

ウ

す
る

シ

ヤ

ユ

ウ

さ
ん
」 。

さ
っ

ぱ
り
わ
か

ら

な

い
。

む

ろ

ん、

「

後
世
」

は

「

の

ち

の

よ
」

と

訓
読
み

し
て

も
わ
か

る。

た

し

か

に、

そ

の

ほ

う

が

「

後
生
」

な
ど

と

紛

れ
る

心

配
が

な
い
。

し

か

し、

何
も
か

も
訓
読
み

す
る

と

な

れ
ば、

徒
ら

に

音
節
数
が

増
加
し、

か

え
っ

て

記
憶
に

負
担
が

か

か

っ

て

く

る
。

記
憶
に

と

っ

て

肝

要
な

簡
潔
性
が

失
わ

れ

て

し

ま
う
か

ら
だ

。

そ
こ

で、

「

必
」

以

下

と

の

意
味
上

の

結
び

付
き
か

ら、
「

コ

ウ

セ

イ
」

な
る

音
読
み

で

「

後

世
」

は
記
憶
で

き
る

も
の

と

腹
を
据
え、

音
読
み

で

す
ま
せ

る

わ
け
だ

。

　
か

く
し

て、

音
読
み

と

訓
読
み

を
混
用
し

つ

つ、

簡
潔
性
に

配
慮
し

な
が

ら、

記
憶
の

前
提
た

る

解
釈
性
を
も
打
ち
出
し

て

ゆ

く
こ

と

と

な
る。

な
に

し
ろ、

そ

も
そ

も
訓
読
み

は

漢
字
を
日

本
語
で

意
味
解
釈
し

た

も
の

で

あ
る

し、

ま
た

音
読

み

は

意
味
が

わ

か

る

の

を
前
提
に

音
読
み

す
る

の

だ

か

ら、

全
体
と

し
て

か

な
り

の

割
合
で

意
味
が

表
出

さ

れ
る
。

想
い

起
こ

し
て

い

た
だ

き
た

い
。

冒
頭
で

取
り

漢

文
訓

読
の

（
割
引

率〉
古
田

島
洋

介

上

げ
た
訓
読
の

翻

訳
割
引
率
は、

い

つ

れ
も
二

割
〜

四

割

に

収

ま
っ

て

い

た
。

つ

ま

り、

翻
訳
有
効
率

を
五

割
以
下
に

見
積
も
っ

た
説
は

な
い

の

で

あ

る
。

こ

れ

は、

い

つ

れ

の

論
者
も

（

私
も
含
め

て
）
、

漢
文
を
訓
読
し

た
と

き

の

実
感
に

基

づ

く
経
験

則
だ

ろ

う。

な
か

な
か

ど
う
し

て、

訓

読
の

翻

訳
有
効
率
は

見

く
び

っ

た

も
の

で

は

な
い
。

た

だ

し、

上

述
の

ご

と
く、

ど

う
し

て

も
定
訓

で

は

意
味
解

釈
に

支
障
の

出
る

部
分
が

生
じ

る。

そ
の

と
き

は

解
釈
性
に

拘
泥
せ

ず、

原
文
喚

起
力
に

す
ぐ
れ

る

定
訓
の

ま
ま

で

押
し

通

し
、

解
釈
性
を
犠
牲

に

す
る

わ
け
だ
。

そ

の

意
味
で、

訓
読
の

記
憶
術
と

し
て

の

本
質
は、

そ

の
一

特
徴
た
る

解
釈
性
に

対
し

て

優
位
を

占
め

る

こ

と

に

な
る
の

で

あ
る

。

す
な
わ
ち、

記
憶
術
が

全

体、

解
釈
性
つ

ま

り

翻
訳
法
と

し
て

の

性
質
は

部
分、

と

い

う
関
係
に

立
つ

，

先
に、

漢
文
訓
読
の

翻

訳
有
効
率
十
割
説
に

つ

い

て、

「

訓
読
法
の

利
点
の

み

な
ら

ず、

そ
の

欠
陥
を

も
十
分
に

わ

き
ま
え
れ
ば
」

と

の

条
件
が

必

要
だ

と

記
し

た

が、

お

そ
ら

く
十
割

説
の

主

張
者
は、

訓

読
し

て

い

く
な
か

で、

定

訓
が

原
文

の

記
憶
の

た

め

に

だ

け

用
い

ら

れ、

解
釈
性
を
発
揮
し

て
い

な

い

部
分、

つ

ま
り

定
訓
が

翻

訳
と

し
て

通
用

し

な

い

部
分
を
た

だ

ち
に

察
知
で

き

る

実
力

者
な
の

だ

ろ

う
。

な

る

ほ

ど、

そ

の

よ

う
な
軌
道
修
正

が

て

き
ぱ

き
と

で

き
る
方
に

と
っ

て

は、

訓

読

の

翻
訳
有
効
率
十

割

が

掛
け
値
な
し

の

実
感
な
の

か

も
し

れ

な

い
。

反

論
へ

の

再

反
論

　

も
っ

と

も、

誰
で

も
た

だ

ち

に

い

く
つ

か

の

反
論
を
思
い

つ

く
は
ず
だ。

曰

く

　

　

「

乃
」

を
「

な
ん

と

／
は

じ

め

て
」

と

読
む

よ

り
も
「

す
な
は

ち
」

と

訓

む

ほ

う
が

記
憶
に

便
利
な
の

は

た
し
か

だ

ろ

う
。

け
れ
ど

も、
「

す
な
は

ち
」

と

訓

じ

た

か

ら

と

い

っ

て、

も
っ

ぱ
ら

「

乃
」

字
が

喚
起

さ
れ

る

と
は

限
ら

な
い
。

「

す
な
は

ち
」

と

訓
む

字
は、

ほ

か

に

も
「

則
／
即

／
便
／
輒
」

な
ど

が

あ
る。

こ

う
し

た
同
訓
異
字
の

問
題
は

記

憶
術
の

立
場
か

ら
ど

う
理

解
す
る
の

か
、

と。
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明
星

大

学
研
究

紀
要
【
日

本

文
化
学

部
・
言
語
文

化
学

科】

第
五

号

、
九

九
七

年

ま
た

曰

く

ー
ー

字
に

即

し

て

訓
む

の

が

記

憶
術
た

る

訓
読
の

特
徴
だ

と

需
う
が、

「

矣
」

な
ど

は

訓

が

付
け

が

た

く、

発
音
に

お

い

て

は

無
視

せ

ざ
る

を
得
な
い
。

い

わ
ゆ

る

蘯
き
宇
の

問
題
は、

ど

の

よ
う
に

説
明

す
る
の

か、

と
。

さ

ら

に

曰
く

ー
記
憶

の

た

め
の

即

字
挫
を
重
ん

じ
て、

「

与
倶
」

を
「

と

も
に

と
も
に
」

と

訓
読
す
る

と

い

う
が、

そ

れ

で

は

簡
潔
性
の

原
則
に

反

す
る

。

簡
潔
性
と

い

う
観

点
か

ら
見
れ

ば、

単
に

「

と

も
に
」

の

ほ

う
が

す
ぐ
れ

て
い

よ
う

。

即
字
性
と

簡

潔
性
の

間
に

は

矛
盾
が

生
じ

る

の

で

は

な
い

か、

と
。

な
る

ほ

ど、

い

つ

れ

も
当

然
な

が

ら

気
に

な
る

問
題
で

あ
る。

し

か

し、

こ

う
し

た
問
題
に

つ

い

て

も、

漢

文
訓
読
を
記
憶
術
と

し
て

定
位
す
る

立

場
か

ら

再
反
論
は

可
能
で

あ
る

。

　

第
一

に、

同
訓
異
字
は、

そ

の

名
の

と
お

り、
　一

つ

の

訓
に

よ
っ

て

複
数
の

字

が

喚
起
さ

れ

る
現
象
で

あ
る

。

た
し

か

に
、

訓

を
通

じ

て
…

つ

の

字
に

絞
り

込
む

こ

と

は
で

き

な
い

。

け

れ
ど

も、

い

く
つ

か

の

候
補
た

る

字
が

発
音
た

る

訓

に

よ

っ

て
、

つ

ま
り
聴
覚
記
憶
に

よ
っ

て

喚
起
さ

れ

れ
ば、

あ
七

は

視
覚
記
憶
に

よ
っ

て
一

つ

に

絞
り
込

む

こ

と

が

容
易
に

な
る

。

実
際
に

文

章
を
読
む

場
合
に

は、

当

然
の

こ

と

な
が

ら

目
も
用
い

る。

す
な
わ
ち

視

覚
記
憶
も
動
員
で

き
る

の

で

あ

る

か

ら、

そ

の

助
け

を
借
り
て

記
憶
の

便
を
図
れ

ば

よ

い
。

　
、

す
な
は

ち
L

と
い

う

訓
を
聞
い

て

「

則
／
即
／
乃

／
便
／
輒
」

な
ど
が

浮
か

ん

だ

な

ら
ば、

た

だ
ち

に

目
の

記
憶
に

従
っ

て

「

乃
」

を
選
ぶ

。

つ

ま

り、

聴
覚
記
憶
を
主
と

し、

補
う
に

視
覚
記
憶
を
以
て

す
る
の

が、

記
憶
術
た

る

漢
文
訓

読
の

実
態
で

あ
ろ

う。

　
第
二

に

置
き
字
で

あ
る
が、

置
き

字
は

訓

を
当
て

て
発
音
で

き
な
い

以
上、

聴

覚
記

憶
に

は

何
ら

頼
る
と

こ

ろ
が

な
い
。

す
な
わ

ち、

も
っ

ぱ
ら
視
覚
記
憶
を

頼

み

と

し

て

記
憶
す
る

こ

と

に

な
る

。

い

さ

さ

か

危
う
い

記
憶
作
叢
で

は

あ
る

が、

致

し
方

あ
る

ま
い
。

も
っ

と
も、

「

巧

言
令

色
鮮

矣

仁
ト

翁

論

語』

学

爺）

を

　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　
ぼマ

コ

カ

ウ
ゲ

ン广
レ

イ

シ

ヨ

ク、

す
く
な

し

イ

ジ

ン
」

と

訓
じ

た
人
も
い

る
。

こ

の

種
の

流
儀
の

調
読
は、

置
き
字
を
音
読
み

す
る

こ

と
に

よ
り、

聴
覚
記

憶
を

も
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動
員
し

て

記
憶
で

き

る

よ
う
に

工
夫
し
た

も
の

で

あ
ろ

う。

た

だ

し、

単
に

音

「

イ
」

で

は、

お
び

た
だ

し

い

数
の

宇
が

喚
起
さ

れ

て

し

ま
い
、

そ
れ

ほ

ど

記
憶

に

有
利
だ

と

は

言
え
ま

い
。

「

イ
」

と

発
音
さ
れ
た

字
が

置
き
字
で

あ
る

と

わ

か

っ

て
い

れ

ば
こ

そ、

は

じ

め

て

「

エ

ン

（
焉
）

」

で

も
な
く
「

ヲ

（

於
ご

で

も

な

く、

「

矣
」

だ

と

了
解
で

き
る

性
質
の

話
で

あ
る。

や

は
り、

記
憶
術
と

し

て

の

危
う
さ

は

免
れ
が

た
い
。

そ

れ
が、

こ

の

種
の

流
儀
の

訓

読
が

今
日

ま
で

生

き

残

る

こ

と

な

く
滅
び

て

し
ま
っ

た
理

由
で

あ
ろ

う
。

　
第
三

に、

即
字
性
と
簡
潔
性
の

間
に

矛
盾
が

生

じ
る

の

は

事
実
で

あ
る。

し

か

し、

字
に

即

し

て

訓
も
う
が

宀

な

る

べ

く
簡
潔
に

調
も
う
が、

要
は

読
み

手
が

記

憶
で

き

る

か

否
か

で

あ
る

。

読
み

手
が

「

と

も
に

と

も
に
」

と

訓

じ

た

ほ

う
が

「

与
倶
」

二

字
が

覚
え
や

す
い

と

感
ず
れ

ば、

そ

の

ま
ま

、

と

も
に

と

も
に
」

で

よ

い
。

も
し、

二

字
を
合
わ
せ

て

単
に

」

と

も

に
」

と

訓
む

ほ

う
が

記
憶
の

負
担

が

軽
く、

そ

れ
が

「

与
倶
」

の

二

字
で

あ
る

こ

と

は

視
覚
で

記
憶
で

き

る

と

い

う

の

で

あ
れ

ば、

そ

れ
で

も
よ
い

。

い

つ

れ

に

せ

よ、

原
文
が

暗
記

で

き

さ

え
す
れ

ば

よ
い

の

で

あ
る

。

た

だ

し、

大
半
の

人
は

「

と

も
に

と

も
に

」

と

訓

じ

た

ほ

う

が

「

与
倶
」

二

字
が

覚
え

や
す
い

と

感
じ

る

こ

と

だ

ろ

う
。

一

般
に、

視

覚
記

憶

の

負
担
は

軽
減
し

て

お

く
の

が

得
策
で

あ
る
。

　
さ
て、

か

な

り

説
明

が

煩
雑
に

な
っ

た。

こ

の

あ

た
り

で

整

理

を

試
み

て

お

く

必

要
が

あ
ろ

う
か

と

思
う

。

愚
案
に

よ

れ
ば、

漢
文

調
読
は

記

憶
術
と

し

て

定
位

す
る
の

が

妥
当
で

あ
る

。

そ
の

要
諦
は

原
文
喚
起
力
に

あ
り、

訓
読
文
の

暗
誦
を

通

じ
て、

原
文
を
暗
記
す
る
と

い

う
二

重
の

手

続
き

を
取

る
。

そ

の

結
果、

定
訓

の

偏
重
・

語
序
の

制
約
な

ど

の

特
徴
が

生
じ、

ま

た

解
釈
性
を
前
提
と

し

て

即

字

性
・

簡
潔
性
・

印

象
性
な
ど

の

諸
特
徴
も
認

め

る

こ

と

が

で

き
る。
「
こ

う
し

た

特

徴
の

う
ち、

解
釈
性
・

簡
潔
性
・

印
象
性
は

主
と

し

て

訓
読
文
の

暗
誦
を
支
え

る

特
徴
で

あ
り、

定
訓
の

偏
重
・

語
序
の

制
約
・

即

字
性
は

主
と

し

て

原
文

の

再
生
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に

有
利
な
特
徴
と

整
理

で

き
る

だ

ろ
う

。

ま
た、

定
訓
の

偏
重
と

即
字
性
は

語
彙

の

次
元
で

働
く
原
則、

語
序
の

制
約
は
構
文
の

次
元

で

働
く
原
則
で

あ
る
。

さ
ら

に、

定
訓
の

偏
重

は

即
字
性
の

原
則
に

含
ま
れ

る
一

特
徴
と

考
え

て

差
支
え
あ
る

漢
文
訓
読

本
質
…
記
憶
術

要
諦
…

原
文
喚
起
力

方

∴
主

要
記
憶
方
式
…

聴
覚
記
憶

補
助
記
憶
方
式
…

視
覚
記
憶

原

　
文

糊

纓

惜＿
L 魏

　　　　文

即
字
性
…

…

…

…
：

語
彙

　
定
訓
の

偏
重

語
序
の

制
約
：

…・
…
構
文

翻
訳
文

漢
文
訓

読
の

（

割
引

率〉
占

田
島

洋
介

ま

い
。

な
お、

そ

の
一

方
で、

解
釈
性
は
訓

読
文
の

暗
誦
の

前
提
で

あ
る

と

同
時

に、

翻

訳
を
も
指
向
す
る。

あ

く
ま

で

暫
定
的
な
見
取

り
図
で

は

あ

る

が、

お

お

む

ね
上

の

よ
う
に

整
理

で

き
る

だ

ろ
う

。

　
こ

の

図
が

基
本
的
に

正

し
い

と

す
れ
ば、

漢
文
訓
読
の

原
理
．

原
則
の

体
系
的

な
説
明
が

可

能
と

な
る

は

ず
で

あ
る。

上

部
の

解
釈
性
・

簡
潔
性
．

印
象
性
の

三

者
は、

文
章
の

暗
記
に

応
用
さ
れ
る

記

憶
術
の
一

般
的
な

特
徴
で、

独
り

漢
文
訓

読
の

み

の

特
徴
で

は

あ
る
ま

い
。

そ

れ

に

対
し、

下
部
の

即

字
性
（

定
訓

の

偏

重
Y
語
序
の

制
約
の

二

者
は

原
文
の

喚
起
を
主
眼
と
す
る

漢
文
訓

読
に

固

有
の

特

徴
だ
と

思

わ
れ
る

。

　

先
に

簡
潔
性
と

即

字
性
と

の

あ
い

だ
に

対
立
が

生

じ
る

場
合
を
見
た
が、

そ
の

対
立
は

そ
れ

ぞ

れ
が

上
部
と

下

部
に

位
置
す
る

原
則
で

あ
る

こ

と、

つ

ま
り、

も

と

も
と

役
割
を
異
に

す
る
点
か

ら
発
生
し

た

対

立
だ

と

理

解
す
る

こ

と

が

で

き
る

だ
ろ
う

。

　

右
の

う
ち、

漢
文
訓
読
が

翻
訳
法
と

し

て

成
り
立
つ

の

は、
　

「

解
釈
性
」

が

排

他
的
に

適
用

さ
れ

た

場
合
の

み

で

あ
る。

す
な
わ

ち、

他
の

要
素
が

動
員
さ

れ

れ

ば、

漢
文
訓
読
は

必

ず
し

も
純
粋
な
翻
訳
法
で

は

な

く
な
る。

こ

れ
こ

そ、

漢
文

訓
読
に

翻
訳
割
引
率
が

生

じ

る

原
因
の

正
体
で

は

な
か

ろ

う
か

。

　
　
　
歴
史
的
な
見
通
し

　
さ
て、

漢
文
訓

読
を
記
憶
術
と

し

て

定
位
す
べ

く
愚
案
を
述
べ

て

き
た
が、

以

上

は

す
べ

て

現
行
の

訓
読
お

よ
び

そ

の

基
礎
と

な
っ

た

江
戸

時
代
の

訓
読
の

あ
り

さ

ま

を
漠
然
と
念
頭
に

置
い

て

の

論
に

す
ぎ
な

い
。

こ

こ

で

簡
略
に

訓
読
の

歴
史

に

つ

い

て

見
通
し

を
述
べ

て

み

よ

う。

　
す
で

に

紙

幅
が

な

い

の

で、

大
ざ
っ

ぱ

な
言
い

方
を
お

許
し
い

た
だ

き
た
い

が、

お

そ
ら
く
漢
文
訓
読
は

翻
訳
法
と
し

て

出
発
し、

し

だ

い

に

半

ば

無
意
識
の65
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明
星
大

学
研

究
紀

要
冖
目

本
文
化

学
部

二
呂

請

文
化

学
科一
第
五
号

　へ
九

九

七
年

う

ち

に

記

憶
備
へ

と

質
的
な
変
化
を
遂
げ、

つ

い

に

右
法
論
の

う

え
で

意
識
的
に

記

憶
術、
へ

と

転
換
し

た

と

い

う
の

が

愚
見
に

よ

る

見
通

し

で

あ

る
。

　

古
代、

律
令
制
の
ず

り

と、

大
学
寮
で

の

漢
文
学
習
は、
　

『

令
義
解
』

巻
三

「

学

令
」

第
十
一

の

条
文
に

「

凡
そ

学
生
は、

先
づ

経
文

を
読
め

，

通

熟
し
て

然
て

後

に

義
を

講
ぜ

よ
」

（

凡
学
生、

先
読
経

文
。

通

熟
然
後
講
義）

と

見
え

る

ご

と

く、

ま
ず
主
と

し

て

帰
化
人
が

つ

と

め

る

音
博
士

に

つ

い

て

中
国
語
で

音
読
し、

次
い

で

講
義
を
受
け

る

方
式
が

採
ら

れ

た
。

音
読
の

成
果
を
測
る

試
験
は

』

帖
三

斉
」 、

つ

ま
り
一

千

字
の

う
ち

三

文
字
を

隠
し

て

答
え
さ
せ

る
方
武

だ
っ

た

と

い

う
。

暗
誦
の

た

め

の

音
読
で

あ
っ

た

わ

け

だ。

つ

ま
り、

奈
良
時
代
か

ら

平
安
時

代
初
期
に

か

け

て

の

訓

読
は、

暗
誦
は

中
国
語
で、

意
味
解
釈
は

訓

読
で

と

い

う

分
業
体
制
の

な
か

に

位
置
づ

け
ら
れ

て
い

た

も
の

と

推
定
さ

れ

る。

訓
読
は、

あ

く
ま

で

翻

訳

法
と

し

て

出

発
し

た

の

だ
っ

た
。

　

し

か

し、

そ
の

一

方
で、

最
後
の

遣
唐
使
（
八

三
八

年
）

を
経
て
、

遣
唐
使
の

制
度
が

廃
止

さ

れ
る

（
八
九
四
年）

と、

し

だ
い

に

中
国
語
に

よ

る
音
読
が

困
難

に

な
っ

て

き
た

。

正

し
い

冲
国
語
の

発
音
を
教
え
ら

れ
る

人

材
に

乏
し

く
な
っ

た

た

め

で

あ
る

。

ま
た、

漢
字
を
日

本
謡

の

表
記

文
字
と

し

て

確
立
す
る

た

め

に

は、

あ
る

漢
字
を
ど

う
訓

ず
る
か
、

か

な
り

の

程
度
ま

で

譲

を
固
定
す
る

必

要
が

生
じ
る

。

漢
字
の

訓
が

固
定
さ

れ

て

い

な
い

と、

日

本
語

の

な

か

で

使
っ

た

と

き、
卩
厂〕
う
読
め

ぱ

よ
い

の

か

わ

か

ら

ず、

文
宇
表
記
と

し
て

役
に

立

た

な
い

か

ら

だ
。

こ

う
し
て

成

立
し
て

ゆ

く
定
訓
は、

訓
読
が

申
国
語
に

よ
る

暗
誦
に

取
っ

て

代
る

た

め

の

大
き

な
一

歩
だ
（ノ
た

。

な
に

し

ろ
日

本
人
の

身
で

は

中
国
語
で

読
ん

で

も
た

だ
ち

に

意
味
が

了
解
で

き
る

わ

け

で

は

な
ノ

＼

暗
誦
の

さ

い

の

負
担
も
き

わ

め

て

重
い

。

け
れ

ど

も
、

訓

で

読
め

ぱ
意
味
は
了

解
で

き
る

し、

し

か

も
定
訓

を

用
い

れ

ば、

漢
牢
と

訓
と

の

密
着
度
が

高
い

た

め
、

原
文
の

暗
記
に

も
便
利
で

あ
る。

こ
》

鳬

に

定
訓
を

重

ん

じ

た

訓
読
文

の

暗
誦
を
通
じ

て

原
文
を
暗
記
す
る

道

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
66

が

開
か

れ

た
。

そ
の

結
果、

し

だ

い

に

日

本
人

は

原
文
の

記
憶
の

便
宣
を
図
り
つ

つ
、

半
ば

無
意
識
に

翻
訳
と

し
て

通

用

す
惹

よ

う
な

訓

読
か

ら

離
れ

て

い

っ

た

の

弥
、

あ
る

。

妥、
の

傾
向
は、

平
安
時
代
中
期
か

ら

芽
生
え、

後
期
か

ら

院
政
D

鎌

倉

時
代
に

か

け

て、

ま

す
ま
す
強
ま
っ

て

い

っ

た

懇

　

例
の

『

江

談

抄
』

第
四
や
『

今
昔
物
語
』

巻
こ

十
四

第
二

十
八

に

児

え
る、

菅

原
道
真
の

霊
が

訓
読
を
教
え

た
有
名
な
逸
話
は、

こ

う
し

た

訓
読
の

変
質
を
よ

く

物
語
る

。

そ
の

逸
話
に

よ

れ

ば、

菅
原
家
の

子
孫
の

夫
人

が

北
野
天

満
宮

に

詣

で

て、

道
真
の

詩
句

「

東
行
西
行
雲
渺
渺、

二

月
三

月
目

遅
遅
」

（
岡

菅
家
後
草
臨

所

収
「

詠
楽
天
北
窓
三

友
詩
し

）

を
詠

じ
て

い

た

と

こ

ろ、

道
真
の

霊
が

そ

の

読
み

方
を
非
と

し、

次
の

よ
う
な
訓

読
を
示

し
た

と

い

う。

東
行
西
行
雲
渺
渺
　
と

さ
ま

に

ゆ

き
　
か

う
さ
ま

に

ゆ

き

　
く
も

二

月

三

月
日

遅
遅
　
き
さ

ら

ぎ

　
や

よ

ひ

　
ひ

　
う
ら

う
ら

は

る

ば

る

さ

す
が

は

道
真
公
と

言
い

た

く
な
る

訓

読
だ

。

翻

訳
と

し

て

の

訓
読
は、

こ

う
し

た

も

の

だ

っ

た
。

現

行
の

訓
読
な
ら

「

ト
ウ

カ

ウ

セ

イ

カ

ウ

く
も

ベ

ウ
ベ

ウ

／
ニ

ガ
ツ

サ
ン

ガ

ツ

ひ

チ

チ
た

り
・

と

で

も
訓
ず
る

と

こ

ろ
。

記

憶

術
と

し

て

の

課

読
は、

い

か

に

も
不
粋
な
印
象
を
免
れ

な

い
。

し

か

し

問
題
は、

当
時、

菅
原
家
の

子

孫
の

夫
入
で

も、

も
は

や
右
の

よ

う

な
訓

読
が

で

き

な
か
っ

た

と
い

う
事
実、

も
し

く
は馬

で
き
な
か
っ

た

は

ず
だ

と

看
倣
さ

れ

た

事
実
で

あ
る。

こ

の

逸
話
を

記
す
『

江
談

抄
』

や

『

今
昔

物
語
』

が

成
立

し
た
十

二

世

紀
初

頭
に

は、

す
で

に

訓

読
が

転
換
期
を
迎
え
て
い

た

の

だ

ろ

う
。

　
訓

読
が

方
法
論
的
に

記
憶
術
と

意
識
さ

れ

出
し

た

時
期

は、

比
較
的
わ

か

り

や

す
い囁。

室
町
時
代∩

朱
子
照

四
書
集
注
』

の

伝
来
を

契
機
と

し

て、

岐
陽

（
一

三

六

了
一

四．

西）

や
…

条
兼
良
（

西
〇
二

〜

八

こ

が

次
の

よ

う
な
意
見
を

述
べ

て

い

る

（

便
宜
上、

表

記

を
変
更
し
た

罵
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文
字
の

読
み

を
ば、

落
ち

字
な
き
や
う
に、

唐
韻
〔

中
国
語
音
〕

に

読
み

た

き
な

り。

そ

の

ゆ

ゑ

は、

た

ま
た
ま
一

句
・

半
句、

空
に

覚
ゆ

る

と

き
も、

置
き
字、

そ

の

何
れ

の

字
有
る

こ

と
を

知

ら
ず、

口

惜
し

き
事
な

り。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　ハ
ゆ　

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
（

『

桂
庵
和
尚
家
法
倭
点
』）

新
注

〔

朱
子

『

四
書
集
注
』〕

に

点
を
加
へ

ば、

語
助
の

字
に

て

も、

読
ま

る
る

ほ

ど

の

辞
を
ば、

こ

と

ご

と

く
読
む
べ

き
な
り。

そ

の

ゆ
ゑ

は、

本
経

を
ば、

必

ず
空
に

誦
す
べ

き
も
の

な
り

。

…
…

新
注
を
学
ば
ん

者
は、

一

蚌

の

や
す
め

詞
〔

助
字〕

を
も
残
さ

ず
誦
す
べ

き
な

り。
　
（
『
大
学
童
子
訓』
）

要
す
る
に、

助

字
の

類
ま

で
一

字
も

漏
ら
さ

ず
正

確
に

暗

記
せ

よ
と

い

う
わ

け

だ。

大
ま

か

に

言
っ

て、

こ

う
し

た
原
文

の

厳
密
な
暗
記
を
主
と

す
る

方
針
が、

つ

ま
り

記
憶
術
と

し

て

の

性
格
が、

江
戸
時
代
以
降
の

訓
読
の

基
調
と

な
る

。

荻

生
徂
徠
が

訓
読
に

疑
念
を
抱
こ

う
が、

日

尾
荊

山
が

訓
読
史
の

流
れ
に

逆
ら
お

う

が、

も
は

や

記
憶
術
と

し
て

の

訓
読
が

再
び
姿
を
変
え

る

こ

と

は

な
か

っ

た。

な

に

よ
り

も

原
文
の

暗
記
に

有
利
な
諸
特
徴
が、

そ

の

変
化
を
許
さ

な
か

っ

た
の

で

あ

る。

　

記

憶
術
た

る

漢
文
訓
読
の

伝
統
は、

少
な
く
と

も
つ

い

最
近
ま
で

受
け
継
が

れ

て

い

た

よ
う
だ

。

た

と

え

ば、

本
稿
の

初
め

に

訓
読
の

翻

訳
有
効
率
十
割
説
の

主

張
者
と

し

て

令
名
を

記
し
た

原
田
種
成
氏
（
一

九

＝

ー

九
五
）

は、

子

供
の

こ

ろ、

御
父

君

か

ら
「

本
を
読
む

に

は、

隣
の

部
屋

で

聞
い

て
い

て

も
わ
か

る

よ
う

な

読
み

方
を
せ

よ
」

と

教
え
ら

れ

て
い

た

と
い

う
。

こ

れ
は、

発
音
を
明

瞭
に

せ

よ
と
か、

感
情
を
こ

め

て

抑

揚
を

付
け
よ
と

か

い

う
教
え
で

は

な
く、

ま
さ

に

漢

文
訓
読
が

聴
覚
記
憶
を
主
体
と
す
る

記
憶
術
で

あ
る

こ

と

を
物
語
る

戒
め

で

あ
っ

た
ら

し

い
。

そ

の

証
拠
に、

原
田

氏
は

こ

の

御
父

君
の

教
訓
を
記
し

て

か

ら

次
の

よ

う
に

言

う

ー
『

論
語
』

里

仁
「

吾
道
一

以

貫
之
」

の

「

一

以
」

は、

コ

以

漢
文

訓
読
の

（

割
引

率
V

古
田
島

洋
介

て
L

と

訓
ず
る

べ

き
だ

。

日

本
語
と

し
て

意
味
が

わ
か

り

や
す
い

か

ら

と

い

っ

て、

「

一

を
以

て
」

と
訓

む

の

は

好
ま

し

く
な

い
。

な

ぜ

な

ら、

「

〈

一

以
〉

を

ム

ヲ

以
テ
〉

と

読
ん

で

は

〈

以
レ

一
〉

と

区
別
が

で

き
ず、

原
文
が

そ

の

よ

う

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ハザ

で

あ
る

と
誤
解
し
て

し

ま
う
か

ら
」

で

あ
る

ー
と

。

説
明

は

要
す
ま
い

。

御
父

君
の

言
う
「

隣
の

部
屋
で

聞
い

て
い

て

も
わ
か

る

よ
う
な

読
み

方
」

を、

原
田

氏

は

「

耳
で

聞
い

て

原
文
が

正

確
に

再
生

で

き
る

よ

う
な
読
み

方
」

と

解
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

そ

の

原
田
氏
が

翻
訳
有
効
率
十

割
説
を

主
張
し

て

い

る

の

だ

か

ら、

実
に

興
味
深

い

こ

と

で

は

な
か

ろ
う
か
。

結

　
語

　
す
で

に

紙
幅
が

尽
き
た。

今
世
紀
に

入
っ

て

か

ら
の

訓
読
に

対
す
る

批
判
の

問

題
や、

原
文
の

暗
記

が

必

要
と

さ

れ
な
く
な
っ

た

現
今
の

情
勢
に

お

け

る
訓

読
の

意
義
の

問
題
な
ど

は、

も
は

や
論
じ

る

余
裕

が

な
い
。

覚
書
き
風
に

記
し
て

お

け

ば

次
の

と

お

り

で

あ

る
。

一

少
な
か

ら
ぬ

学
者
が

口

に

す
る

訓
読
に

対
す
る

批
判
は、

訓
読
の

解
釈
性

の

欠
点
を

難
じ
る

も
の

が

多
い

が、

そ

れ
は

現

行
の

訓
読
の

全

体
で

は

な

く、

部
分

に

対
す
る

非
難
に

す
ぎ
な
い

。

し

た

が

っ

て、

訓

読
に

対
す
る

根
本
的
な
批
判
に

は

な
り

得
ず、

あ
り
て
い

に

言
っ

て、

現
行
の

訓

読
が

記

憶
術
で

あ
る

と

の

視

点
を
欠
い

た

的
外
れ

な
批

判
で

あ
る

。

す
で

に

暗
記
が

学
習
法
の

中
心
か

ら
退
い

た

現
今
の

情
勢
で

は、

記
憶
術

と

し
て

の

訓
読
に

ほ

と

ん

ど
発
展
の

余
地
は

な
く、

そ
の

意
義
が

根
本
か

ら

懐
疑
に

さ
ら
さ

れ

る

事
態
は

免
れ

な
い
。

し

か

し、

少
な

く
と

も
江
戸

時
代
以
来
の

日

本
人

が

訓
読
を
記
憶
術
と

し
て

用
い

て

い

た

過
去
の

事
実

を
葬
り

去
る

こ

と
は

で

き
ず、

特
に

明

治

時
代
以

降
の

日

本
語

の

文
章
に67
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明

星
大

学
研
七、
紀
要
鬥
卩
本

文
化

学
部
・．

言

語
文

化
学
科】
第
五
学

一
九

九
辷

年

　

　

　
　

頻
出
す
る

訓
読
表
現
の

理

解
に

は、

記
憶
術
と

し

て

発
達
し
た

訓
読
の

あ

　

　

　
　

り
さ

ま
を
理

解
し
て

お

く
こ

と

が

欠
か

せ

な

い
。」

一

方、

記
憶
衛
と
は

言

　

　

　
　
い

な
が

ら、

そ
の

解
釈
性
の

効
力、

つ

ま
り

翻
訳
有
効
紅
が

経
験
則
に

よ

　

　

　
　

っ

て

五

割
以
ヒ

は

保
証
さ

れ
て

い

る

以
上、

た

だ

ち

に

捨
て

去
る

方
向
へ

　

　

　
　
と

進
ま

ず、

業
し

引
き

の

結
果
と

し
て

生

ず
る

翻

訳

割
引
率
を
補
う
よ
う

　

　

　

な
工
夫
が

な

さ
れ

て

然
る
べ

き
か

と

考
え
る。

　

近
時
は

世
を
挙
げ

て

漢
文
訓
読
の

伝
統
が

潰
え
て

ゆ

く
の

を
見
殺
し
に

し

て

い

る

よ

う
な
情
勢
で

あ
る

．

見
殺
し

に

し

た

け

れ

ば、

見
殺
し
に

す
る

が

よ

い
。

し

か

し、

そ
の

前
に、

ぜ

ひ

と

も
二

つ

の

こ

と

だ

け

は

忘

れ

ず
に

い

て

ほ
し

い

と

恩

う
。

一

つ

は、

訓
読
と

は

何
で

あ
っ

た

の

か，

我
々

は

何
を
失
お

う
と

し

て

い

る

の

か

を
は
っ

き
り

と

認
識
せ

ね

ば

な
ら

ぬ
。

二

つ

に

は、
．

訓

読
の

伝
統
を
失
っ

た

と

き、
．

我

々

は

訓

読
と

と

も
に

何
を
失
う
の

か

と

い

う
党
悟
で

あ
る。

こ

の

認

識

と

覚
悟
な
し

に、
　

「

時
代
の

流
れ
で

し

ょ

う
な
」

と
す
ま

す
の

は、

日

本
文
化
の

来
し

方
行
く
木
を
見

つ

め

る

者

と

し
て

怠
慢
の

誹
り
を
免
れ
ま

い
。

本
稿
は、

そ

の

認

識
と

覚
悟
の

た

め

の
｝

助
と

な
れ
は

と

願
っ

て

綴
っ

た

も
の

で

あ
る。

　

按
ず
る

に
、

今
日

の

情
勢
に

鑑

み

て、

訓
読
の

伝
統
の

消
激
は

目
前
に

迫
っ

て

い

る
。

残
さ
れ

た

時
間
は

少
な
い
。

掌
匂
・

条
理

の

糧
笨
は

そ
の

焦
り

ゆ

え

の

結

果
と

御
海
容
い

た
だ

け

れ
ば

幸
い

で

あ

る．、

　【
注婦

（
↓

藤

堂
明

課
．
漢

文、
人

阿・
一
二

五
頁

／
ハ

r

燈

希、．
昭

鑓

し

年。
な
お、
藤
堂

氏
は

浸
文
概

説
（

果

．
叩、
ピ

章
、

た

も
の〕・

莠
央

出
版、

昭

翌
五

年）
六

Q
頁
で

も
．
κ

覗

し

た

だ
け

で
は、
オ
ヨ

ソ

寛
当
が

く
だ

け“・、、
本

当
の

翻

4ー
に

は

な
ら

な
い

の

で
あ

る
L

と

述
べ

て

い

る・

　

　

　

　
．

　
ヒ
．

（
ワ、∀

礬
塾
．

要．
A

羅．．
費
ノ

叢
犁
癰
（
基
礎

完

婆
リーー
ズ

》・

　

　．

（
三

鈴
木

修

迭．
漢
字

年、
の

特
質
と

漢

字
文
明

の

将

来

一

室
頁

／

講

馨
現
代
新

貧
曜
和
五

三
年・

qi

山
本

夏
彦

愚
図
の

大
い

そ
が

し』
二

六

九

頁
／
文

春
文

庫

平

成
八

年・

　

　

三

弖

欝
太一
郎

．
漢
文
の

諜・

責
、

誉
が

き
L

／

觜
川
小

盆
〉

照

角
川

灣

職
吾
努

68

　（
6）
牛

島

徳
次
「
漢
夊

教
育
と

中
U
藷一
一
五

頁
上

／

「

文
学」
昭
和
三
六

年
三

月
努。

　
¢

↓

乾
一
夫
『
漢

X一
人

門』
二

七

頁
／

有
情
覚、
昭

和
；

三

年『

　（
邑

照

田
粁
成

『
私
ハ

漢
文

篤

義

二．
．
、
…
ヱ

、

頁

／
大
慘

館
望

店、
F
成

七
年。

　【
9ゾ
广
汰

康
夫

「
新．
優

文
の

甚
本

構
文

拗』
　一
四

，

負

／
三
忽

正・
平
戊
三

年

　（
m）
曝
堂

明

保

『
漢
文
入

町、臼
一
二

五
頁
！

愈

燈
文

庫、
昭
和
三

七

午、・

　（
11）
注
　（
2）
　
に

同
じ。

〔
12）

拙
稿
．

中

国
八

の

目

本
入

像・
一
七
頁

／

平
川
補
弘・
鶴
旧

欣
也

編
萱
・
内
な
る

壁

外
国
人

の

呆
人

像
．
日
本

人
の

外
国
入

僅

　
所
収．
TBS

ブ

リ

タ
ニ

カ．

平
戊
二

年，

　〔
B）
　当
上

　〔
3）
　

同
数董．
　一
・ハ
○
新

八ゆ

（
撃

鈴

木
直
孺

．
卜

國、
跏
と

凄

琴

−
崩
 
の

原
鑼
と

漢

語
の

特
徴昌

示
嵩
譜

鏨
黨・
孥用

搭
／

崖

館、

貼
和
弄

O
年∀
五「
卜

七．

四
六

ー

四
八、
屶
六、
六

四、
七

〇

i

七一
、

八
五、
八

九．
二

三

二、
二

五
五、

三

七
穴．
三
八一
、
ー

三

八、
｝
頁
な
どり

　（
照
V

注
（
14〕

同
書、
五

ー

七

頁．

　〔
16＞
渡
辺
剛

彰

『

記

憶
術
の

実
際』
一
丑
一
頁
／
主
婦

の

友
社、

昭
籾
三
六

年．

　（
17）
｛
hm

士

正

嗣
刀

わ

た
し
と

中
国

古
典」
七一
頁
r
／
「
中
国」
第
九、一…
号、

昭
抑
四

三

年
悶

月・

．
〔
18）．
小

林
芳

規
「
平

安
時

代
に

お
け

る
漢

文
訓

乢

法
の

変
遷
に

つ

い

て
」

（「
漢
文

教
室
」

第
六
三
号、

門
利
三

八

年
ヒ

月

二
〇
頁
』

t
下、
「
塰
f
三、
の

認
と
の

対

応

長
び

変
遷
に

ナ

い

て

の

一
考
察」

函
語

学
L

第

二

二

号、

昭
祁
五

三
年
三

月〕
二

五

頁
下
な

ど

を
参〜
照。

（
滑〉
川
瀬
冖
馬
コ
梓

庵
和
尚

家
法
倭
点
に

つ

い

て
」

六
九

頁
〔
翻
陟］
／
「
青
山
女

子
短
期
大

テ
紀
要」
．

申

十
二

輯．
昭

和
三

四
年
卜
一
月。

（
20）

柔
兼
良

画
糞

畢
魂・

登
・
蚕†・

重
b
〜

卜

二

・

／
慶
応
義

塾
大

学
三

閏

メ

デ

ィ

ア

セ

ン

ク

ー

貴
重

誉

室
餌

蔵

本

e。
図・
恥
。。
忌。
κ

a

．
然
其

A
質

之
禀
或
不

能
斉，
是

以

不
能
皆．
”

以
知

其
性
之

所
有

而
奄

之
也、
（
朱
チ

．
大、
r
章
句・

ぎ
に

関
す
る
諭

評
の

漆。
当
該
本
に

つ

い

て

は、
慶
応

義
艶

熨
晶
［
編 

慶

応
養

塾
図

書
館
蔵

　
和
漢
電

善
本
解
題師
〔
昭
和
三

三

年）
一．「
G
頁
上
ー

三一，
頁
上

を
参
昭…
の

こ

と。

〔
21）
原
田

種

成
、

知

多

少
と
…
以

貰

之
の

訓
み

に

つ

い

て」
一
…
九

頁
下

ー
…
二

〇
頁
」

／

「
新
し
い

漢
文

教

曹」
第占ハ剛
写、
　
昭
和
累
e．一
年
四
月、．

峯
稿
は

護
七

年

度
明

星

大
学

持
鋼

研

究
費
に

よ

る
研

究
成

果
の
、

響
あ
り、
主
と

し
て

文
申

に

し

引
い

　
た

鈴
木

直
治

「
中罰
円

評
と

漢
文鮎
の

成
果

を
踏

ま

え、
．

百

尺
竿

頭
に

更
に
一
歩

を
進
め

ん

と

し

た

も
の

で

あ

る．
紙

幅
の

関
係
止．

詐

纈
は

論
じ

ら

れ
な
か

っ

た．
い

つ

丸

再

論
す

る
つ

蔀
り
で

あ
る・
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