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「

漢
文
訓
読
凵

記

憶
術
」

論

再
検
証

　
　
　
　
　

　
　
　

古
田

島
洋
介

摘
も

あ
り

、

中
途
に

挟
ま
っ

た

富
士

川
英
郎
氏
の

応
答
と

相
俟
っ

て
、

漢
詩
訓
読

、

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　ハ
ユ　

広
く
は

漢
文
訓
読
に

対
す
る

根
本
的
な
問
題
を
提
起
し

て

い

る
。

　

詳
細
に

つ

い

て

は

両
氏
の

文
章
を

参
看
し

て

い

た

だ

く

し

か

な

い

が
、

筆
者
の

理
解
に

よ
れ

ば
、

加
島
氏
の

漢
詩
訓
読
に

対
す

る

批
判
の

要
点
は
、

A

訓
読
で

は
、

論
理
性
が
稀
薄
で

、

明
確
な
イ

メ

ー

ジ

が

浮
か

び

づ

ら

い
。

し

た

が
っ

て
、

漢
詩

を
味
わ

う
手
段
と

し
て

、

訓
読
は

不
適
当
だ
V

と

の
一

点
に

帰

着
す
る

。

〈

論
理

性
が

稀
薄
で

、

明
確
な

イ

メ

ー

ジ

が

浮
か

び

づ

ら

い
〉

と

は、

ど
う

い

う
こ

と

か
。

加
島
氏
の

挙
げ
た

具
体
例
を
再
掲
し

て

説
明
し

て

み

よ

う
。

　
王

維
の

六
言
絶
句
「

田

園
楽
」

は

左
の

如
く
で

あ

る
。
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前

号
（

第
五

号
）

の

拙
論
で

「

漢
文
訓
読
は

記

憶
術
な

り
」

と

の

仮
説
を
述
べ

た

が
、

多
く
の

点
で

粗
雑
な

ま
ま

に

終
わ
っ

て

し

ま
っ

た
。

本
号
で

は

お
二

人
の

漢
文
訓
読
に

対
す
る

根
本
的
な
疑
問
に

回
答
を
寄
せ

る

形
式
で

「

漢
文
訓
読
11

記

憶

術
」

論
を

展
開
し

、

ど

こ

ま
で

納
得
の

ゆ

く
説
明
が

可
能
か

、

再
び
仮
説
と

し

て

の

有
効
性
を

検
証
し

て

み

た

い
。

お
二

人
と

は

加
島
祥
造
氏
と

井
上
英
明
氏
で

あ
る

。

桃
紅
復
含
宿
雨

柳
緑
更
帯
春
炳

花
落
家
憧
未
掃

鳥
啼
山
客
猶
眠

桃
は

紅
に

し

て

　
復
た

宿
雨
を

含
み

柳
は

緑
に

し

て

　
更
に

春
烟
を
帯
ぶ

花

落
ち

て

家
僮

未
だ
掃
か

ず

鳥

　
啼
い

て

　
山
客
　
猶
ほ

眠
る

　
加
島
氏
は

右
の

第
三
・

四

句
の

訓
読
に

疑
念
を
呈

し、

次
の

よ

う
な

訓
読
の

ほ

う

が

詩
の

論
理
性
を

理
解
し

や

す

く
、

結
果
と

し

て

イ

メ

ー

ジ

も
明
確
に

な

る

と

言
う

。

　
加
島
祥
造
氏
は

漢
詩
の

訓
読
に

関
す
る
一

連
の

試
論
を
同
人
誌
「

同
時
代
」

に

発
表
し

、

〈

古
来

、

日

本
人
は

漢
詩
を
訓
読
し

て

受
容
し

て

き
た

が
、

果
た

し

て

訓
読
に

よ
っ

て

漢
詩
を
詩
と

し
て

味
わ
え

る

の

か
〉

と

の

疑
問
を
呈
し

た
。

率
直

な
疑
問
の

開
陳
が

快
く、

「

ひ

と
た

び

私
た

ち

が

漢
詩
文
の

素
養
や

教
養
を

失
な

う

と
、

漢
詩
文
の

諸
単
語
は

外
来
語
か
ら

外
国
語
へ

転
落
す
る
」

と

い

う

鋭
い

指

花
　
落
つ

れ

ど

も

　
家
僮

鳥
　
啼
け

ど

も
　
　
山
客

未
だ

掃
か

ず

　
　

　ロ
ヨロ

猶
ほ

眠

る

　
た

し

か

に

前
者
「

花
　
落
ち
て

／
鳥

　
啼
い

て
」

よ

り
も

、

後
者
「

花
　
落
つ

れ
ど

も

／
鳥
　
啼
け

ど

も
」

の

ほ

う
が

論
理

的
な

訓
読
だ

と

言
い

得
る

だ

ろ

う
。

そ

の

論
理

性
に

よ
っ

て

イ

メ

ー

ジ

が

い

っ

そ

う

明
確
に

な

る

と

い

う
毛
張
も
う

な
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明
星
大

学．
研
究

紀
要
【
日

本
文

化
学
部

毒．縣
詒
文
化

学
到M
第
六

号

…
九

九
八

年

ず

け

る
。

な

る

ほ

ど
、

漢
詩
の

味
読
に

と
っ

で

丶

論
理

性
を
表
出
す
る

訓
読
の

ほ

う

が

す

ぐ
れ

て

い

る

と

い

う

結
論
は

勳
か

せ

ま

い
。

　

け

れ

ど

も
、

「．
漢
文
訓
読
目

記
億
術
」

論
の

立
場
か

ら

見
れ
ば
、

い

さ

さ

か

様

相
が

異
な
っ

て

く
る

。

な

ぜ

な
ら

、

訓
読
の

最
も
重
要
な

役
割
は
、

あ
く

ま

で

凛

詩
の

字
句
の

暗
記

に

あ
る

か

ら

だ
。

つ

ま
り

、

原
詩
の

字
句
さ

え

正

確
に

喚
起

で

き
れ

ば
、

そ

れ

で

訓
読
の

役
目
は

ひ

と

ま

ず
充

足
さ

れ

る

の

で

あ

る
。

原
詩
の

…

花
落
／
鳥
啼
L

と

い

う

字
旬
を
覚
え

る

の

に
、

と

り
あ
え

ず

最
も
簡
単
な

訓
読

は

「．
花

　
落
つ

／
鳥
　
啼
く

」

だ

ろ

う．、

た

だ

し
、

そ

れ

ぞ

れ
さ

ら

に

下

文
に

続

い

て

ゆ

く
の

で
、

そ

の

ま

ま

で

は

目

調
が

悪
い

。

つ

ま

り
、

覚
え

に

く
い

。

そ

こ

で
【，
花

　
落
ち
／
鳥
　
嚇
き
」

と

連
用
形
に

改
め

れ

ば
、

す

で

に

訓
読
と

し

て

は

ト
分
な

の

で

あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

接
続
助
詞
「
て
」

を
補
っ

て

も
、

た

い

し

て

記

憶
の

負
担
は

増
え

ず、

か

え
っ

て

い

っ

そ

う

口

調
が

よ

く
な

る

か

ら

暗
記

し

や
す

い

と

思
え

ば
、

「

花
　
落
ち

て

／
鳥
　
啼
き
て
」

と

訓
読
し
、

さ
ら

に

「

鳥
　
蹄

き

て
」

に

音
便
を

用
い

て

，

鳥
　
啼
い

て
」

と

凵

調
を
な

め

ら
か

に

す
る

　．
1

せ

い

ぜ

い

こ

の

程
度
の

配
慮
で

で

き
あ

が

っ

た

の

が

前
者
の

訓
読
な

の

で

あ

る
。

む

ろ

ん
、

そ

れ

ぞ

れ

に

逆
援
の

「．
ど
も

」

を

付
け

て

も
さ

し

て

暗
記
の

負
担
を

感
じ

な

い
、

む

し

ろ

そ

の

ほ

う
が

論
理
的
で

暗
記

し

や

す

い

と

考
え

れ

ば
、

後
者
の

如

く
「

花
　
落
つ

れ

ど

も
／
鳥
　
楴
け

ど

も
」

と

訓
読
し

て

差

し

支
え

な

い
。

し

か

し
、

そ

れ

は

訓
読
す
る

者
が

自
ら

山
っ

た

結
果
で

あ

り、

あ

く

ま

で

任
意
の

措
置

で

あ

る。

訓
読
に

不
可
欠
な

原
文
の

字
句
の

喚
起

と
い

う

要
件
か

ら

見
れ

ば
、

「

花
／

蒋
ち

て

／
鳥
／

啼
い

て
」

で

ト
分
だ

。

要
す
る

に
、

訓
読
に

と
っ

て

は
、

原
文
の

字
句
の

喚
起
こ

そ

が

絶
対
か

つ

主
要
な

要
求
で

あ

り、

解
釈
に

関
わ

る

論

理
性
の

表
出
は

任
意
か

つ

副
次
的
な

地
位
を
占
め

る

に

す

ぎ
な

い

の

で

あ
る．．

　

こ

う

し

た

石

本
の

訓
読
の

特
徴
は、

韓
国
の

現

行
の

漢
文
読
解
方
式
と
比

較
し

て

み

れ

ば
、

い

っ

そ

う
明
確
に

な

る
だ

ろ

う
。・

論
理
性
に

竕
す
る

配
慮
と

い

う

点

86

で

は
、

韓
国
の

漢
文
読
解
方
式
の

ほ

う

が

ず
っ

と

丁
寧
だ

か

ら

だ．、

た

と

え

ば
、

散
文
な

ら

次
の

よ

う
な

具
合
で

あ
る

。

　

　

尾
生
明

與
女
子
呈

期
於
梁
ド
司
月

女
子
不
来
朝

暫

水
至

不
去
叫

嚇

抱
梁

柱
鶴

　

　

死
爵
甫

　

『

史
記
』

蘇
秦
伝
の

一

節
。

有
名
な

故
事

「

尾
生

の

信
」

の
宀
子

句
で

あ

る．、

「

司
」

は

「

〜

が
」

、

「
呈

一

は

「

〜

と
一、

「

胃
嘱
」

は

「

〜

で

あ
っ

た

が
」 、
「
可

老
」

は

「

〜

で

あ

る

も
の

を
」 、
「

帯
竏
」

は

「

〜
ま

ま
」

、

「

司

畔」

は

「

〜
で

あ
っ

た
」

に

相
当
す
る．．

韓
国
で

は
、

こ

う

し

た

助
詞
の

類
を
ハ

ン

グ

ル

で

挿
し

は

さ

み

つ

つ
、

漢
字
は

韓
国
漢
字
音
で

発
音
し

、

語
順
を
変
え
る

こ

と

な

く
、

そ
の

ま

ま

読
み

下
し

て

ゆ

く．．

そ

の

あ
り
さ
ま

を

ざ
っ

と

日

本
語
に

訳
し

、

訓
読
に

よ

る

書
き
下

し

文
と

対
比
す
れ

ば、

次
の

よ

う

に

な

る
。

〔

韓
国
式
読
解
文一

尾
生
が

女
子
と

梁
ド
に

期
し

た

の

だ

が
、

女
子

が

来
な

い

の

に
、

水
が

至
ρ、

て

も

去
ら

な

い

ま

ま、

梁
柱゚

を

抱
い

て

死

ん

だ

の

で

あ
っ

た
。

〔
日

本・
式
訓
読
文
一

尾
生
　
女
子
と

梁
下

に

期
す

。

女
子

梁
柱
を
抱
い

て

死
す

。

来
た

ら

ず
。

水
　

至
れ
ど

も
去
ら

ず、

　
雨
者
の

相
違
は
一

目
瞭
然
だ

ろ

う
。

韓
黶
で

は

句
と

句
の

論
理

的
な
つ

な

が

り

が

ゴ
寧
に

表
出
さ

れ

て

い

る

の

に

対
し

、

訓
読
は

実
に

ぶ

っ

き
ら

ぼ

う

だ
．

つ

ま

め・、

韓
国
式
読
解
文
が

つ

な
げ

よ

う
、

つ

な

が

ろ

う
と

し

て

進
ん

で

ゆ

く

の

に

対
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し
、

日
本
式
訓
読
文
は

切
ろ

う
、

切
れ

よ

う
と

し

な
が

ら

進
ん

で

ゆ

く
の

で

あ

る
。

原
文
の

字
句
の

暗
記
が

当
面
の

目
的
と
な

れ
ば

、

句
と

句
の

つ

な

が

り
方
な

ぞ．
一

の

次
の

問
題
に

す
ぎ
ず

、

そ

れ
よ

り
は

記
憶
の

負
担
を
軽
く
す
る

た

め

に

簡
潔
性

が

重
ん

じ

ら

れ

る

か

ら

だ
。

　
む
ろ
ん

、

「

期
す
」

を

「

期
す

る

も
」 、
「

来
た

ら

ず
」

を

「

来
た

ら

ざ
る

に
」

な

ど

と
訓
み

、

論
理
的
に

つ

な

が

る

よ

う
に

訓
読
し

て

も
か

ま

わ
な

い
。

訓
読
で

も
、

論
理

性
の

表
出
は

決
し

て

不
可
能
で

は

な

い
。

し

か

し、

肝
腎
な

の

は
、

可

能
で

は
あ
っ

て

も
、

必
須
で

は

な

い

と

い

う

点
で

あ
る

。

　

ま
た

、

い

わ
ゆ
る

漢
詩
に

つ

い

て

も
、

や

は

り
韓
国
で

は

助
詞
の

類
を
ハ

ン

グ

ル

で

挿
入

し

つ

つ
、

句
と
句
と

の

つ

な

が
り
具
合
を
示
し

て

ゆ

く
。

孟

浩
然
の

有

名
な

五
言
絶
句
「

春
暁
」

を
例
に

挙
げ
て

み

よ

う
。

春
眠

不
覚
暁
司
叫

夜
来
風
雨
声
糾
司

処
処
聞
啼
鳥
叫

　

　
　
　
　ハ
に　

花
落
知
多
少
叫

　
「

司
司
」

は

「

〜

で

あ
っ

た

が
」

、

「

叫
」

は

「

〜
だ
」

、

「

誹
日
」

は

「

〜
だ

か

ら
」

、

「

叫
」

は

「

〜
だ

な

あ
」

に

当
た

る
。

先
の

例
と

同
じ

く
、

対
比
を

試
み

れ

ゴ

よ

ー
〔
韓
国
式
読
解
文
〕

春
の

眠

り
は

暁
を
覚
え

な

か
っ

た

が

／
処
処
に

啼
鳥
を
聞
く
の

だ

夜
来
　
風
雨
の

声
が

し

て

い

た

の

だ

か

ら

／
花
は

ど

の

く
ら

い

落
ち

た

の

だ

ろ

う

か

な

あ

〔

日

本
式
訓
読
文〕

春
眠
　
暁
を
覚
え

ず

／
処
処
　
啼
鳥
を
聞
く

夜
来
　
風
雨
の

声
／
花

　
落
つ

る

こ

と

　
知
ん

ぬ

多
少
ぞ

　
右
の

よ

う

に

見
て

く
れ

ば
、

韓
国
の

漢
文
読
解
法
に

比
べ

て
、

日

本
の

訓
読
が

い

か
に

論
理
的
な

つ

な

が

り

に

そ
っ

け
な

い

か
、

逆

に．ニ
ロ

え

ば
、

い

か

に

簡
潔
に

す

ま

せ
、

記
憶
の

負
担
を
軽
減
し

て

い

る

か

が

わ

か

る

だ

ろ

う
。

記
憶
術
た

る

訓

読
は

、

な

に

よ

り
も
原
文
の

喚
起

力
こ

そ

が

肝
要
で

あ

り、

そ

の

内
部
に

お

け

る

論
理
関
係
は

、

せ

い

ぜ

い

二

の

次
の

関
心
事
に

す
ぎ
な

い

の

で

あ

る
。

　
も

ち

ろ
ん

、

漢
詩
の

訓
読
が

論
理

的
で

な

い

の

は
、

も

と

も
と

論
理
性
を
表
わ

す
言
葉
が

な

い

か

ら
、

そ

れ

を
訓
読
で

も
一

切
省
く

の

だ

と

い

う

説
明
も
可
能
だ

ろ

う
。

語
と

語
、

句
と
句
の

あ
い

だ

の

飛
躍
こ

そ

漢
詩
の

特
徴
だ

と

す
る

立
場
で

あ

る
。

た

と

え

ば

原
田

種
成
氏
は

、

王

維
の

名
高
い

五

言
絶
句
「

竹
里

館
」

の

第

→

句
「

空
山
不
見
人
」

の

訓
読
と

し

て
、

「

空
山
に

人
を
見
ざ

れ
ど
も

」

を

非
と

す
る

。

漢
詩
の

表
現
の

特
徴
で

あ
る
「

飛
躍
を
限
定
し

て

い

る

の

で

賛
成
し

か

ね

る
」

と

い

う

わ

け

だ
。

原
田

氏
が

推
奨
す
る

漢
詩
訓
読
は

「

ブ

ツ

リ

ブ

ツ

リ
と

切
っ

て、

断
絶
は

断
絶
の

ま

ま

に

読
ん

で
」

ゆ

く
体
の

も
の

で

あ

り
、

「

空
山

　
人
を

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
ワ

ど

見
ず
」

を
是
と

す
る

の

で

あ
る

。

　
た

だ

し、

原
田

氏
の

説
明
は

、

漢
詩
の

訓
読
で

あ

れ
ば

、

そ

れ

な

り
に

筋
が

通

る

が
、

漢
文
す
な

わ

ち
散
文
の

訓
読
に

も
通
じ

る

か

と

な

る

と
、

い

さ

さ

か

懸
念

が

残
る

。

特
に

論
説
文
な

ど
、

論
理
の

展
開
に

重
み

の

か

か

る

文
章
に

つ

い

て

ま

で
、

論
理
性
を
表
わ

す
語
を

補
う
訓
読
を
非
と
し

、

「

ブ

ツ

リ

ブ

ツ

リ
と

切
っ

て
、

断
絶
は

断
絶
の

ま

ま

に

読
ん

で
」

ゆ

く
訓
読
を
是
と

す

る

理

由
に

は

な

る

ま

い
。

い

や
、

論
説
文
と

ま

で

言
わ

ず
と

も
、

筋
立
て

を
重
ん

ず
る

史
書
の

な

か
の
一

場

面
で

さ

え、

論
理
性
を
表
わ

す
言
葉
が

な
い

か

ら

と

い

っ

て
、

ブ

ツ

切
り
訓
読
を

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　Servloe
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「
漢
文
訓

読
11
記

憶
術」
論

再
検

証
　

　
　

古

田
島

洋
介
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ハ卩
万

　

九よ
儿

八

年

88

擁
護
す

る

理
由
に

は

な

ら
な

い

だ

ろ

う
。

た

と

え

ば
『

史
記
』

項
羽
本
紀
の

有
名

な

「

鴻
門
の

会
」

の

｝

節
「

苑
増
数
日同
項
王

挙
所
楓
玉
玖
以．
那

之
者
三．、

項
王
黙

然
不
応
」

は
、

お

お

む
ね

次
の

よ・
つ

に

訓
読
す

る
の

が
…

般
で

あ

る
。

　
　
し

ば

范
増
数
し

ば
項
王

を

目
し
、

佩
ぶ

る

所
の

玉
抉

を

挙
げ
て

、

こ

シ　者
三

た

ひ

す
。

項
王

黙
然
と

し

て

応
ぜ

ず。

以

て

之
に

示
す

け
れ

ど
も、

左
の

よ

う
に

論
理
関
係
を
表
わ

す

語
を
補
っ

て

訓
読
し
て

も、

も
ち

ろ

ん

間
違
い

と

は

言
え

な

い
。

す
る

理
由
に

は

な
ら

な

い
i．

ー
こ

れ

が

回

答
で

あ

る
。

漢
詩
に

お
い

て

も
、

そ

し

て

漢
文
に

お

い

て

も
、

「

漢
文
訓
読
犀

記
憶
徳」

論
に

よ
っ

て
、

統
一

さ

れ

た

説

明
が
可
能
な

の

で

あ
る

。

　

ち
な

み

に
、

右
に

後
者
の

訓
読
を
「

長
た

ら

し

い
」

と

形
容
し

た

が
、

少
し

訓

読
に

な

じ

ん

だ

目
で

後
者
を

読
め

ば
、

た

だ

ち

に

「

長
た

ら

し
い
」

と

い

う

印
象

が

浮
か

ん

で

く
る

の

で

は

な
い

か

と
思
う

。

そ

れ
は

、

記

憶
の

負
担

を
減
ら

す

た

め

に

短
く
切
れ

よ

う
と

す
る

訥
読
の

簡
潔
性
に

慣
れ
た

結
果

、

自
然
に

で

き

あ
が
っ

た

訓
読
文
の

長
短
に

対
す
る

感
覚
ゆ

え

な

の

で

は

な
か

ろ

う

か
．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

范
増
数
し

ば
項
王

を
目
し
、

獗
ぶ

る

所
の

玉

玖
を

挙
げ
て

、

以
て

之
に

示
す

　
　
　
井
上
英
明
氏
は

『

異
文
化
暗
代
の

国
語
と

国
文
学
』

で

次
の

よ

う
に

記

し

て

い

者
三

た

び

す

れ

ど

も、

項
託

黙
然
と

し

て

応
ぜ

ず．、
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

る
。

Meisei 　university

「

三
た

び

す
れ
ど

も．一

は

コ
ニ

た

び
な

る

も
」

と

訓
ん

で

も
よ

い

だ

ろ

う
。

と

に

か

く、

逆
接
の

関
係
を
明．
不

し
、

文
と

文
を
つ

な

げ
て

訓
読
す

る

わ
け

で

あ
る．．

　
果
た

し

て
、

ど
う
だ

ろ

う
か．、

逆
接
を
示
す

言
葉
が

原
文
に

な
い

の

だ

か
ら

、

前
者
の

ブ

ツ

切
り

訓
読
の

ほ

う

が

よ

い

と

言
い

切
れ

る

だ

ろ

う

か
。

後
者
の

つ

な

げ

た

訓
読
の

ほ

う

が
、

論
理
関
係
が
は
っ

き
り
し

て

い

る

だ

け

イ

メ

ー

ジ

も
明
確

で
、

訓
読
と

し

て

す
ぐ
れ

て

い

る
、

と

言
わ
れ
た

ら、

説
得
に

困
る
の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か
。

　
こ

こ

で

も
「

漢
文
訓
読
1ー
記
憶
術
」

論
の

立
場
か

ら

す
れ

ば
、

説
明
に

困
ら

な

い
。

原
文
の

字
句
の

暗
記

に

は

前
者
の

ブ

ツ

切
り
訓
読
で

十
分
で

あ
り

、

後
者
の

よ

う

に

つ

な

げ
た

訓
読
で

は
、

長
た

ら

し

い

だ

け、

か
え
っ

て

記
憶
の

負
担
が

増

し

て

不
都
合
な

の

だ
。

む
ろ

ん
、

つ

な

げ
た

け

れ

ば、

つ

な

げ

て

も
よ

い
。

し

か

し
、

論
理
関
係

を

示
し

て

い

な

い

か

ら

と

い

っ

て
、

前
者
の

ブ

ツ

切
り

流
を

非
難

わ

た

し
は

高
校
生
の

こ

ろ
、

…

年
生
か

ら

三

年
生

ま

で

S
と

い

う

漢
文
の

先

生

が

ク

ラ

ス

の

担
任
で

あ
っ

た
。

S
先
生

が

独
特
の

名
調
子
で

漢
文
を

訓
読

す

る

の

を

聴
く
の

が

い

つ

も
心

愉
し
か
っ

た

が
、

現
代
人
の

わ

れ

わ
れ

日

本

人
が

な

ぜ

い

ま

だ

に

漢
文
を
文
語
体
で

訓
ま

な

け

れ
ば

な

ら

な

い

の

か、

い

か

に

も
怪
訝
で

し

か

た

が

な

か
っ

た
。

〔

中
略〕
（

陶
淵
明
の
）

「

帰
去
来
兮、

田

園
将
蕪
…

…
」

を

な

ぜ

現
代
口

本
入
が

「

さ

あ
帰
ろ

う

よ
。

田
園
は

今
や

蕪
れ

よ

う

と

し

て

い

る

…
…

」

と

訓
み

下
し

て

は

い

け

な

い

の

か
、

今
に

な

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　ハ
さレ

お
疑
心
暗
鬼
の

ま

ま
で

あ

る
。

　
こ

こ

で

は

二

つ

の

問
題
が
提
起
さ
れ

て

い

る
。

第
一

は
、

な

ぜ

訓
読
に

は

文
語

体
が

用
い

ら

れ

る

の

か

と

い

う
一

般
的
な

問
題

。

第
二

は
、

な

ぜ
［

帰
去
来
兮

、

田
園
将
蕪
…

…
｝

を

「

さ
あ

帰
ろ

う
よ．、

田

園
は

今
や

蕪
れ
よ

う

と

し
て

い

る

…・・
二
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と
訓
読
し

て

は

い

け
な

い

の

か

と

い

う

個
別
的
な

問
題
で

あ

る
。

　
便
宜
上

、

順
序
を
逆
に

し

て、

第
二

の

問
題
か

ら

考
え

て

み

よ

う
。

　
率
直
に

言
っ

て
、

「

さ
あ
帰
ろ

う

よ
。

田

園
は

今
や

蕪
れ

よ

う
と

し

て

い

る

…

…
」

を

「

帰
去
来
兮

、

田
園
将
蕪
…

…
」

の

訓
読
だ

と

考
え
る
人
は

い

る

ま

い
。

い

わ

ゆ
る
専
門
家
な

ら
、

首
を

振
り
つ

つ
一

笑
に

付
し

て

終
わ

り
だ
ろ

う
。

だ

が
、

そ

れ

だ

け
に

井
上
氏
の

正

面
切

っ

て

の

問
題
提
起
は

な

か

な

か

面
自
く、

訓
読
と

は

何
か

を
論
じ

る
こ

と
な

く
す
ま

せ

て

き

た

関
係
者
の

怠

慢
に

対
す
る

痛
烈
な

皮
肉

と
も
聞
こ

え

る
。

「

そ

う

訓
読
す
る

こ

と

に

な
っ

て

い

る

の

だ

か

ら
、

そ

う
訓
読

し

て

お
き
な

さ
い
」

式
の

説
明
で

押
し

通
し

て

き

た

付
け

が

つ

い

に

回
っ

て

き

た

の

で

あ
る

。

　
さ

て、

誰
が

見
て

も
訓
読
と

は

思
え

ぬ

「

さ
あ
帰
ろ

う
よ

。

田
園
は

今
や

蕪
れ

よ
う
と

し

て

い

る

…

…
」

は
、

果
た

し

て

い

か

な

る

理

由
で

訓
読
と

し

て

成
立

し

な
い

の

だ

ろ

う

か
。

お
そ

ら

く
誰
も
が
一

致
す
る
一

つ

の

理
由
は

、

文
語
体
で

な

く
、

口

語
体
で

あ
る

と
い

う
点
だ

ろ

う。

し

か

し
、

こ

れ

は

第
一

の

問
題
と

重

な

る

の

で
、

後
ほ

ど

改
め

て

論
じ
る

こ

と
に

す

る
。

も
う
一

つ

の

理

由
は

、

訓
読
の

A

型
V

に

は

ま
っ

て

い

な

い

点
で

あ
る

。

「

将
」

は

「

ま
さ

に

〜
（

せ

ん

と
）

す
」

と
訓
む

再
読
文

字
だ

、

「

い

ま

や

〜
（

し
）

よ
う
と

し
て

い

る
」

は

解

釈
ま

た

は

翻
訳
で

あ
っ

て、

訓
読
と

は

言
え

な
い

、

と
。

　
だ

が
、

こ

の

説
明
で

は
、

井
上

氏
は

納
得
し

ま

い
。

　

ー

「

出
園
は

今
や

蕪
れ

よ

う
と

し

て

い

る
」

を
解
釈
と

呼
ぶ

な

ら
、

そ

れ

で

結
構

。

翻
訳
と

称
す

る

な

ら
、

そ

れ

で

も

結
構

。

文
章
を
読
解
し
て

い

る
以
上、

解
釈
ま

た

は

翻
訳
が

果
た

さ

れ

れ

ば
、

そ

れ
で

ト
分
で

は

な

い

か
。

な

ぜ

煩
わ
し

い

こ

と

こ

の

う

え

な

い

訓
読
な

ぞ

介
在
さ

せ

る

必
要
が

あ

る

の

か
　
−
こ

う

畳
み

掛
け

ら

れ

た
と

し
た

ら
、

た

い

て

い

は

返

答
に

窮
す
る

の

で

は

あ
る

ま
い

か
。

こ

こ

で

問
わ

れ
て

い

る

の

は、

や

は

り
訓
読
と

は

何
か

と
い

う
本
質
的
な
問
題
な
の

で

あ
る

。

　

で

は
、

「

漢
文
訓
読
11

記
憶
術
」

論
の

立
場
か

ら

回
答
を
寄
せ

て

み

よ

う
。

井

上
氏
の

記
し

た

読
み

方
の

後
半
「

田

園
は

今
や

蕪
れ
よ

う

と

し

て

い

る
」

を

訓
読

と

し

て

排
斥
す
る

の

は

容
易
で

あ

る
。

な

ぜ

な

ら
、

こ

の

読
み

方
で

は

原
文
「

田

園
将
蕪
」

が

正

確
に

暗
記
で

き

な

い

か
ら

だ
。

聴
覚
記

憶
に

た

く
わ
え

ら

れ

た

「

デ

ン

ヱ

ン

は

い

ま

や

あ
れ
よ

う
と

し

て

い

る
」

と

い

う

音
列
を
聞
け

ば
、

「

田

園
…

蕪
」

の

三

字
は

脳

裏
に

喚
起
さ
れ
る

。

「

蕪
」

字
が

い

さ

さ

か
心

も

と

な

い

が
、

そ

こ

は

視
覚
記
憶
に

よ
っ

て

「

荒
」

を
排
し、

「

蕪
」

と

再
生
す

る

わ

け

だ
。

け

れ

ど

も
、

「

い

ま
や

〜
（

し
）

よ

う

と

し

て

い

る
」

か

ら
「

将
」

字
を
再
生
す

る

の

は

無
理

で

あ
ろ

う
。

「

将
」

を

「

い

ま

や

〜

（

し
）

よ

う

と
し

て

い

る
」

と

訓

読
す
る

習
慣
が

成
り
立
っ

て

い

な

い

以
上

、

「

い

ま

や

〜
（

し
）

よ

う

と
し

て

い

る
」

で

は

漢
字
「

将
」

を
喚
起
で

き

な

い

か

ら

で

あ
る

。

や

は

り
伝
統
的
な

〈

型
〉

に

は

ま
っ

た

訓
読
「

田

園
将
に

蕪
れ

ん

と

す
」

は

原
文
の

字
句
の

喚
起
力
に

す

ぐ

れ
て

い

る

の

だ
。

こ

れ
こ

そ

訓
読
の

く

型
V

の

正

体
で

あ
る

。

　

も
っ

と
も

、

井
上

氏
の

読
み

方
の

前
半
「

さ

あ
帰
ろ

う

よ
」

に

つ

い

て

は
、

同

じ

よ

う
な

説
明
で

す
ま

せ

る

わ

け

に

い

か

な

い
。

な

ぜ

な

ら、

「

さ

あ

か

え

ろ

う

よ
」

か

ら

原
文
「

帰
去
来
兮
」

を

再
生
で

き
な

い

の

と

同

様
、

伝

統
的
な

訓
読

「

か
へ

り
な

ん

い

ざ
」

を

ど

う
い

じ

く
っ

た

と

て
、

や

は

り

「

帰
去
来
兮
」

四

字

を
復
原
で

き
な

い

こ

と

も
明
ら

か

だ

か

ら

で

あ
る

。

　

こ

の

「

帰
去
来
兮
」

に

つ

い

て、

井
上
氏
は
一

つ

の

場
面
を
記

し

て

い

る
。

ふ

た

た

び

冒
頭
の

一

句
、

「

帰
去
来
兮
」

が

来
た

。

そ

れ

で

こ

れ

を

こ

ん

ど

は
、

「

帰
リ

去
リ

来
リ

ヌ
」

と

訓
ん

で

し

ま
っ

た
。

そ

こ

で

ま

た

S
先
生
凵

く
、

「

そ

こ

は

や

は

り

A

帰
リ
ナ

ン

イ

ザ
〉

と

訓
む
の

だ
」

と
。

「

で

も、

淵
明
は

す
で

に

自
宅
に

帰
っ

て

来
て

い

ま

す
。

途
中
か
ら

、

〈

さ
ア

帰
ろ

う

よ
〉

で

は

時
間
の

進
行
に

お
い

て

矛
盾
し

て

い

る
の

で

は

な

い

で

す
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開月
星
人宀
子

研．
輿
九’
紀、
娑
【胃
口

本
文

化悌
チ

部
・・ヨ門虱

川

ズ
化
愚

子

利
園

蛤
滑」ハ”
厚

　
　
か
L

と

わ

た

し
。

n
い

や
、

．
ノ
ー

”
気ロ

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
そ

こ

は

胃
頭
の

句
を
繰
り

返
す

こ

と

に

よ
（、

て
、

段
を

改
め

て

説
き
進
む

方
法
で、
八

帰
っ

て

来
た

以

上
は
▽ 、

と

訳

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
…

と

S
先
生

。

　
「．
帰
去
来
兮
」

の

訓
読
を
め

ぐ

る

S
先
生
と

若
き
井
上
茂
と

の

や

り

と

り
で

あ

る
。

両
者
の

相
違
は

明
ら

か

だ

ろ

う、．

井
上

氏
は

、

時
聞
の

流
れ

の

う

え

で

の

矛

盾
を

理
申
と

し

て
、

再
び

登
場
し

た

「

帰
去
来
兮
」

を
一．
帰
リ

表
リ

来
リ

ヌ
｝

と

訓
読
し

た
。

要
す
る

に、

訓
読
は

翻
訳
で

あ

る

と

の

立

場
か

ら
、

な

ん

と

か

訓
読

と

翻
訳
を
一

致
さ

せ

よ

う

と

し

て

い

る

の

で

あ
る

。

そ

れ

に

対
し、

S
先
生
は

、

訓
読
と

翻
訳
を

区
瀰
し
、

い

く

た

び

現
わ

れ
よ

う

が

「、
帰
去

来
兮
」

は
一

律
に

「

帰
り
な

ん

い

ざ
」

と

訓
読
し

て

お

き
、

こ

こ

で

は

確
か

に

も
う

帰
っ

て

き

て

い

る
の

だ

か

ら

「

帰
っ

て

来
た

以
上
は
一

と
翻゚
訳
せ

よ

と

教
え
て

い

る

の

で

あ

る
。

「

漢
文
調
読
51
記

憶
術
」

論
の

立
場
か

ら

見

れ

ば
、

翻
訳
に

一

致
さ
せ

よ

う

と

す

る

井
上

氏
の

訓
読
方
式
は

訓
読

に

対
す

る

誤
解
で

あ
り

、

S
先
生

の

訓
読
方
式
の

ほ

う
が

正

し

い
、

い

や、

S
先
生

の

訓
読
で

十
分
だ

と

い

う

こ

と

に

な

る
。

　
た

だ

し、

こ

れ
で

も

「

か
へ

り
な

ん

い

ざ
」

か

ら

原
文
冖

帰
去
来
兮
」

が

再

生

で

き

る

と

い

う

説
明
に

は

な

ら

な

い
。

い

っ

た

い
、

「

帰
り

な

ん

い

ざ
」

と

訓

読

し

て

い

る

S
先
生
の

頭
の

な

か

で
、

ど

の

よ

う

な

作
業
が

行
な

わ

れ

て

い

た

の

だ

ろ

う

か
。

井
上

氏
が

再
び

現
わ

れ

た

「

帰
去
来
兮
」

に

つ

い

て

用
い

た

訓
読
「

帰

り

玄
リ

来
リ

ヌ
」

の

ほ

う
が、

か

え
っ

て

「

去
／
来
」

の

二

字
の

復
原
に

は

有

利

な

く

ら

い

で

は

な

い

か
、

と

の

疑
問
さ

え

起
こ

る

だ

ろ

う
。

　
だ

が
、

こ

れ

に

対
す

る

回
答
は

至
（．

て

簡
単
で

あ

る
。

古
来

、

「、
か

へ

り

な
ん

い

ざ
」

が
「

帰
去
来
兮
」

の

訓
読
と

し

て

固
定
さ
れ

て

い

る

か

ら

な

の

だ
。

「

去

／
来
」

の

音
訓
が

見
当
た

ら

な

く

と

も
、

「

兮
し

な

ぞ

影
も
形
も

な

く
と

も、
「

か

へ

り
な

ん

い

ざ
」

と

聞冖
け

ば
、

た

だ

ち

に

「

帰叩
去亠
米・
兮
」

の

四
宀

子

が

ま
る

ご
−

ζ

脳

go

　

　
　
　
　
　
｝

裏
に

浮
か
ぶ

習
慣
に

な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
。

そ

れ
は

「

ま

さ
に

〜

（

せ

ん

と
）

す
」

と

く
れ

ば
、

即
座
に

コ

将
」

字
を

想
い

起
こ

す

の

と

圃
じ

理
堀
に

ほ

か

な

ら

な

い
。

要
す

る

に
、
「

か
へ

り
な

ん

い

ざ
」

は

「

帰
去
来
兮．」

四

字
全
体
の

定
訓

な

の

で

あ
る

。

　

実
際
は

、

「

帰
去
来
兮
」

の

訓
読
に

は

そ

れ

な

り
の

歴
史
が

あ

り
、

た

だ

「

占

来
」

と

言
っ

て

す
ま

せ

ら

れ

る

ほ

ど

単
純
で

は

な

い、．

奈
良
時
代
に

は

「

か
へ

な

な
」

と

訓
読
さ

れ
て

い

た

と
い

う
。

上

の

「
な
」

は

完
了

の

助
動
詞
「

ぬ
」

の

未

然
形

、

下
の

…．
な
一

は

願
望
を

表
わ

す
終
助
詞
で

あ
る

。

そ

れ

が

平
安
時
代
初
期

に

「

か
へ

り
な

む

い

ざ
」

、

平
安
時
代
44
期
以
降
は

音
硬
で
「．
か
へ

ん

な

ん

い

ざ
」

と

訓
じ

ら

れ

る

よ

う

に

な

り
、

さ

ら

に
一

つ

め

の

音
便
「

ん
」

が

先

祖
返
り
を

起

こ

し

て

「

か
へ

り
な

ん

い

ざ
」

と

な

っ

た
。

し

か

し、

と

に

か

く
「

帰
去
来
兮
」

の

四

字
を
ま
る

ご

と

読
む
訓
法
が

長
き

に

わ

た

っ

て

行
な

わ

れ

て

き

た

こ

と

は

間

違
い

な

い
。

そ

の

結
果

、

「

か

へ

り
な

ん

い

ざ
」

と

い

う
音
列
が

「

帰
去
来
兮
」

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　　
おワ

と

い

う

文
字
列
に

対
応
す
る

習
慣
が

で

き
あ

が
っ

た

の

で

あ

る
。

　

さ

て、

第
二

の

問
題
に
つ

い

て
の

論
議
が

か

な

り

長
く
な
っ

た
。

こ

の

あ

た

り

で
、

第
一

の

問
題
に

話
を
も
ど

す
こ

と

に

し

よ

う
。

な

ぜ

現
代
人
で

あ

る

我
々

が

古
語
を
用
い

て

漢
文
を

訓
読
す

る

必

要
が

あ
る
の

か

と

い

う

問
題
で

あ

る
。

　

「

漢
文
調
読
H
記

憶
術
…

論
の

原
理
か

ら

察
し

て

い

た

だ

け

る

と

思
う

が
、

要

す
る

に

原
文
の

字
句
の

暗
記

に

有
利
で

さ

え

あ
れ

ば
、

現
代
語
に

よ

る

訓
読
も

可

能
な

は

ず

な

の

で

あ

る
。

右
の

第
二

の

問
題
に

関
す

る

論
議
の

な

か

で

言
及
し

た

訓
読
を

例
に

と

れ

ば、
「

将
し

を

「

い

ま

や

〜

（

し
）

よ
う

と

す

る
凱

と

訓

む

こ

と

に

決
め

、

「

帰
去
来
兮
」

を

「

さ

あ
か

え

ろ

う
よ
」

と

訓
む

習
慣
が

固
定
す

れ

ば
、

現
代
語
に

よ

る

訓

読
で

も

記
憶
術
と

し

て

成
立

す

る

可
能
性
は

あ
る

。

た

だ

し
、

実
際
に

は

技
術
的
に

数
多
く
の

困
難
を
伴
い

、

た

と

え

実

現
し

た

と

し
て

も、

本
質
的
な

疑
問
が

新
た

に

生
じ

る

う

え、

大
き

な

弊
害
を
生
み

出
す

恨
れ
が

あ

る
。

N 工工
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技
術
的
に

は
、

漢
文
で

常
用
さ

れ
る

字
す
べ

て

に
つ

い

て、

改
め
て

定
訓
を
決

め
な

お
す
必
要
が

生
じ

る
。

た

と

え

ば
、

「

豈
」

は

「

あ
に
」

と

訓
じ

ら

れ
て

き

た

が
、

「

あ
に
」

を

ど

の

よ

う
な
現
代
語
に

替
え

る

の

だ

ろ

う

か
。

さ
し

あ
た

り

「

な

ぜ
」

と

訓
ず
る

と

し
て

も
、

「

何
」

を
「

な

ん

ぞ
」

と

訓
読
す
る
の

を
や

め
て

、

や
は

り
「

な

ぜ
」

と
訓
む

こ

と
に

し

た

り
す

れ

ば
、

「

な

ぜ
」

と

訓
読
し

て

暗
記

し
た

と

て
、

原
文
が

「

豈
」

な
の

か

「

何
」

な
の

か
、

わ

か

ら
な

く
な

っ

て

し

ま

う
。

こ

の

よ

う

な

判
別
が

可
能
な

よ

う

に
、

常
用

字
の

訓
を
決
め

な

お
さ

な

く
て

は

な

ら

な

い
。

「

豈
」

は

「

ど

う
し

て
」

と

で

も
訓
読
す
る

の

だ

ろ

う
か

。

そ

し

て
、

も
し

実
現
し

た

と

し

て

も
、

結
果
と

し
て

、

新
た

に

覚
え

な

け
れ
ば
な

ら
な

い

訓
が

大
量
に

発
生
す

る
だ

ろ

う
。

そ

れ

は
、

か

え
っ

て

記
憶
の

負
担
を

増
す
だ

け
で

は

な

い

の

か
。

　
ま
た
、

現
代
語
で

訓
読
す
る

と

な

れ
ば

、

音
節
数
の

増
加
が

避
け

ら

れ
ま

い
。

「

べ

し
」

を
「

べ

き
だ
」

に

す

る

程
度
な

ら
、

一

音
節
の

増
加
で

す
む

。

し
か

し
、

「

輒
」

の

訓
「

す
な

は

ち
」

を

捨
て

て
、

「

そ

の

た

び
ご

と

に
」

な

ど
と

訓
む
こ

と

に

な

れ
ば

、

音
節
数
は

か

な

り
の

割
合
で

多
く

な

り
、

各
訓
の

微
増
や

ら

大
幅
増

加
や

ら

が

積
み

重

な
れ
ば

、

最
終
的
に

相
当
な

記
憶
の

負
担
を

強
い

ら

れ

る

こ

と

に

な

る
。

そ

の

結
果、

記

憶
術
に

ど

う

し

て

も

要
求
さ
れ
る

簡
潔
性
の

原
則
が

崩

れ

て

し

ま

う

だ

ろ

う
。

そ

れ

で

は

記
憶
術
と

し

て

役
に

立
た

な
い

。

　
一

方、

本
質
的
な

問
題
が

生

ず
る

こ

と
も
わ

き
ま

え

て

お

く
必

要
が

あ
る

。

「

帰
去
来
兮
」

を
「

さ

あ
か

え

ろ

う
よ
」

と

訓
む
こ

と

に

な

れ
ば

、

そ

れ

は

も
は

や

訓
読
と

呼
ぶ

必
然
性
を
失
い

、

翻
訳
と
称
す
べ

き
性
質
の

も
の

と

な

る

だ

ろ

う
。

原
文
と

翻
訳
と
の

あ
い

だ

に

敢
え

て

訓
読
を

介
在
さ

せ

る

理

由
が
な

く
な
っ

て

し

ま

う
。

つ

ま
り

、

現
代
語
に

よ

る

訓
読
は

、

訓
読
不
要
論、

訓
読
廃
止

論
へ

と

直

結
す
る

可
能
性
を

有
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

　
さ

ら

に
、

現
代
語
に

よ

る

訓
読
が

成
立

し

た

な

ら

ば
、

伝
統
的
な

訓
読
が

捨
て

去
ら

れ
る

結
果

、

旧
来
の

漢
文
訓
読
か

ら
派
生
し

た

訓
読
表
現
が

理

解
で

き
な

く

な

る

た

め
、

漢
文
訓
読
体
の

日

本
語
が

読
め

な

く
な

る

と

い

う

弊
害
が
生

ま

れ

る
。

端
的
に

言
え

ば
、

今
日

た

だ

で

さ

え

読
解
に

困
難
を
覚
え

る

明
治
・

大
正

時
代
の

文
語
文
が
、

ま

す
ま

す

遠
い

存
在
と

な
っ

て

し

ま
う

の

で

あ
る

。

こ

れ

は

我
々

の

文
化

に

と
っ

て

有
利
な

こ

と

だ
ろ

う

か
。

　

右
の

よ

う
に

、

現
代
語
に

よ

る

訓
読
に

は
、

さ

ま
ざ
ま

な
困
難
や

疑
問
や

弊
害

が

か

ら

ま
っ

て

く
る

は

ず
だ

。

こ

れ

を
す
べ

て

理

路
整
然
と

克
服
・

解
決
・

除
去

し

て

み

せ

て

こ

そ
、

は

じ
め

て

現
代
語
に

よ

る

訓
読
が
実
現
さ

れ

る

の

で

あ

る
。

果
た

し

て

可
能
だ

ろ

う

か
。

い

さ
さ

か、

い

や、

大
い

に

雲
行
き
の

怪
し

い

話
で

は

な

い

だ

ろ

う
か
Q

　

以
上、

冒
頭
の

引
用
で

提
起
さ

れ

た

二

つ

の

問
題
に

回
答
を
寄
せ

て

み

た
。

も

う
一

つ
、

井
上
氏
が

S
先
生
と
の

興
味
深
い

や

り
と
り
を
記
し

て

い

る

の

で
、

そ

れ

も
考
え

て

お
く

こ

と

に

し

よ

う
。

（

陶
淵
明
「

帰
去
来
辞
」

の
）

「

南
腮
二

倚
リ

テ

以
テ

敖
ヲ

寄
セ
」

の

つ

ぎ
、

　

　

　
　
　
　
　

　

　
つ
ま

び

ら

「

審
容
膝
之
易
安
」

を
「

審
カ
ニ

ス
、

膝
ヲ

容
ル

ル

ノ

易
安
ナ

ル

ヲ
」

と

訓

ん

で

し

ま
っ

た
。

す

か

さ

ず

「

そ

こ

は

お

か

し

い

ネ
。

〈

膝
ヲ

容
ル

ル

ノ

安

ン

ジ

易
キ
ヲ

審
カ
ニ

ス
〉

と

訓
む
ん

だ

よ
。

易
安
と

い

う
熟
語
は

な

い
」

と

S
先
生

。

「

漢
文
は

ど
う

せ

日

本
語
に

訳
し

な

が

ら

訓
む

、

つ

ま

り
同
時
通
訳
み

た

い

な

も
ん

で

す
か

ら
、

易
安
が

ダ
メ

な

ら

安
易
と

い

う
こ

と
ば
が

あ
る

の

で
、

ボ

ク
の

訓
み

方
で

は

や

は

り
ダ

メ

で

す

か
。

安
ン

ジ

易
キ
ヲ

審
カ

ニ

ス

…

…

な

ど
、

訓
読
文
の

方
が

ボ
ク
に

は

む
つ

か

し

く
て、

何
の

意
味
だ

か

分
か

り

ま

　

　

　
　
　
　
　

　

　ロ
む　

せ

ん

…
…

」

と

わ

た

し
。
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明
星、
大

学
研
究

紀「
要

【

日・
本

文
化

学柳
師

・
巷冂
寵

驗
乂

化

学
科】
餓
望

ハ冖
写

　一
卸
儿’
几
八

年

　

問
題
点
は
一

読
し

て

明
ら

か

だ

ろ

う
。

井
上
氏
が

慷
文
「．
審
容
膝
之
易
安
　

に

付
け

た

訓
読
笥

審
カ
ニ

ス
、

膝
ヲ

容
ル

ル

ノ

易
安
ナ

ル

ヲ
」

を、

S
先
龍

が

ユ

膝

ヲ

容
ル

ル

ノ

安
ン

ジ

易
キ

ヲ

審
カ

ニ

ス
L

と

修
正

し

て

み

せ

た

場
面
て

あ
る

。

　

ま

ず

笥

審
」

の

処
理

の

食
い

違
い

が

目
に

つ

く
。

井
上

氏
の

よ

う

に
一．
審
カ

ニ

ス

〜
ヲ
」

と

す

る

か
、

ま

た

は

S
先
生
の

ご

と

く
「．
〜
ヲ

審
カ

ニ

ス
」

と

す

る

か

で

あ
る

。

　

た

だ

ち

に

想
起
さ

れ
る
の

は
、

散
文
の

訓
読
と

い

わ

ゆ
る

漢
詩
の

訓
読
と

の

相

違
で

あ
る．、

た

と

え

ば、

王

維
の．
ム
音

絶
句
「

竹
里

館
」

の

起
旬
「
独
坐
幽

篁
裏
」

は、

漢
詩
と

し

て

は

「

独
り
坐
す

　
幽
篁
の

裏
」

と

訓
読
す

る

が
、

も
し

散
文
な

ら

ば
皿．
独
り
幽
篁
の

裏
に

坐
す
」

と
訓
む

と

こ

ろ

で

あ

る
。

ま
た

、

李
白
の

七
言

絶
甸
「

黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
」

の

結
句
笥

惟
見
長
江
天
際
流
」

も
、

や

は

り

漢
詩
と

し

て

は

「

惟
だ

見
る

　
長
江
の

天
際
に

流
る

る

を
」

と

訓
読
す

る

が
、

散

文
な

ら

ば
「

惟
だ

長
江
の．
大
際
に

流
る

る
を

見
る
」

と

で

も
訓
読
す
る

の

が

ふ

つ

う

で

あ

ろ

う
。

」

般
に

、

漢
詩
の

訓
読
は

、

原
詩
の

律
勳
性
を
重
ん

じ

る

た

め
、

な

る

べ

く
返
り

読
み

を

避
け

る

わ

け

だ．、

　

も
っ

と

も
、

く
だ

ん

の

「，
帰
去
来
辞
」

は

漢
詩
に

あ

ら

ず
。

井
上

瓜
の

よ

う
に

「
審
カ
ニ

ス

〜
ヲ

」

と

訓
じ
て

も
間
違
い

で

は

な

い

が、

そ

の

よ

う

に

訓
読
す

る

積
極
的
な

理

山
は

見
当
た

ら

な

い
。

や

は

り

S
先
生
の

ご

と

く
、

〜
ヲ

審
カ
ニ

ス
」

と

訓
む
の

が

穏

当
な

訓
法
で

あ

ろ

う
。

　

次
に

気
づ

く
の

は
1旨
上
琶

う

ま
で

も

な

く
、

こ

ち

ら

が
肝
腎
な

点
だ

　

　

「
易

安
」

を
井
上
氏
の

よ

う

に

そ

の

ま

ま
音
読
み

で

「

イ

ア

ン
」

と

す

る

か
、

ま

た

は

S
先
生
の

ご

と
く
訓
読
み

で
…．
や

す
ん

じ

や

す

し
」

と

返
り
読
み

す
る

か

で

あ
る

。

井
上

氏
は

こ

う

主
張
し

て

い

る

ー
−

1
ど
う
せ

訓
読
み

し

て

も
理・
解
し

づ

ら

い

の

だ

か

ら
、

「

安
易
」

と

い

う

熟
語
も

あ
る

こ

と

だ

し
、

そ

の

ま

ま

「

イ

ア
・、・
旨…

と

音

読
み

し

て

お
け

ば

よ

い

で

は

な

い

か
−

II

ー

と、、

そ

れ

に

対
し

て
、

S
先
生
は

言
う

92

−

1−
−

一．
易
安
£

と

い

う
熟
語
が

な

い
…
以

上
、

音
読
み
で

す

ま
せ

る

わ

け
に

は

い

か

な

い
。

調
読
み

し

て

「
や

す

ん

じ
や

す

し

　
と

す
る

の

が

妥
当
で

あ

る

；
…

左
．

　

井
上
氏
が

言
う

よ

う

に、

訓

読
が
…．
目

本
語
に

訳
し

な

が

ら

訓
む

、

つ

ま

り
向

時
通

訳
み

た

い

な

も
」

の

だ

と

す

れ

ば
、

理
解
し
づ

ら

い

と

い

う

点

で
、

な

る

ほ

ど

音
読
み

の

「．
イ

ア

ン
」
・
も

訓
読
み

の

「

や
す
ん

じ

や

す

し
」

も
五

卜
歩
百
歩
だ

ろ

う
。

い

つ

れ

も
可
と

の

結
論
に

落
ち

着
く
も

の

と

思
わ

れ

る
。

　

し

か

し
、

今
一

歩
は
っ

き

り

し

た

説
明
に

は

な

ら

な

か

っ

た

も

の

の
、

S
先
生

の

△

易
安
」

と

い

う

熟
語
が

な

い

以
上

、

音
読
み

は

避
け

る
べ

き

だ
〉

と

の

説

明
は

、

や

は

り
伝
続
に

則
っ

た

侮
り

が

た

い

見
解
だ

と

察
せ

ら

れ

る
。

つ

ま

り
、

訓
読
が

原
文
暗
記
の

た

め

の

記

憶
術
だ

と

す
れ

ば、

S
先
生
の

睾
張
は

す

ん

な

り

と
納
得
で

き
る

の

で

あ

る
。

　
一

般
に

、

二

字
ま
た

は

二

字
以
上

の

漢
語
を

音
読
み

し

た

場
合、

そ

れ

が

熟
語

で

あ
れ

ば
、

す

で

に

発
音
に

対
応
す

る

文
字
列
が

頭
の

な

か

に

た

く

わ
え

ら

れ

て

い

る
の

で

あ
る

か

ら
、

た

だ

ち

に

我
々

は

そ

の

漢
字
を
脳

裏
に

浮
か
べ

る

こ

と

が

で

き

る
。

同
音
の

熟
語
が

あ

る

場
合
で

も、

少
な

く

と

も

い

く
つ

か

の

候
補
の

文

字
列
が

脳
中
に

喚
起
さ

れ
よ

う
。

だ

か

ら

こ

そ
、

熟
語
と

呼
べ

る

の

で

あ

る
。

「

ア

ン

イ
し

と
く
れ

ば、

ま
ず

間
違
い

な

く
「

安
易
」

の

二

宇
が

喚
び

起
こ

さ

れ

る
。

一．
ソ

ウ

ゾ

ウ
L

と

聞
け
ば

、

ま

ず

は

「

想

像
」

か

「

創
造
」

に

絞
ら

れ

る

だ

ろ

う
。

け

れ
ど
も

、

問
題
の

…

イ
ア

ン
」

は

ど

う

か
。

ふ

つ

う
は

「

慰
安
」

の

二

字
が

脳
裏
に

よ

ぎ

る

だ

ろ

う。
「 ．
易
安
」

の

字
彌
が

念
頭
に

浮
か

ぶ

人

は

い

ま

い
。

こ

の

点
で、

熟
語
に

あ

ら
さ

る

「

易
安
」

の

音
読
み

は、

原
文
の

暗
記
に

と
っ

て

甚
だ

不
都
合
な

の

で

あ

る
。

も

し
音
読
み

「

イ

ア

ン
」

で

す

ま

せ

る

な

ら

ば
、

「

易
安
」

二

字
の

記
憶
は

も
っ

ぱ

ら

視
覚
に、
頼
る

こ

と

に

な

る
。

記

憶
の

負
担
は

決
し

て

軽
く
あ

る

ま

い［
v

　

と

こ

ろ

が
、

訓
読

み

で

「

や

す

ん

じ

や

す

し
」

と
返
り

読
み

し
て

お

け
ば

、

ま
っ

N 工工
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た

く
話
が

違
う

。

「

易
V
」

を
「

〜

し

や

す

し
」

と

訓
む
訓
読
の

基

礎
事

項
さ

え

わ

き
ま
え

て

い

れ

ば
、

一

般
に

「

や

す
ん

じ
」

の

音
列
か

ら

「

安
」

字
を

想
い

起

こ

し
、

原
文
を

「

易
安
」

と

確
定
す
る

の

に

さ

し

た

る

時
間
は

要
す
ま
い

。

つ

ま

り、

「

漢
文
訓
読
11
記
憶
術
」

論
の

立

場
か

ら
、

S
先
生
の

主

張
を

改
め
て

噛
み

砕
い

て

記
せ

ば

次
の

よ

う
に

な

る
ー

−
我
々

の

脳
中
に

熟
語
と

し

て

「

易
安
」

が

存
在
し

な

い

以
上

、

「

イ

ア

ン
」

と

音
読
み

し

て

も、
「

易
安
」

の

二

字
を
喚
起
で

き
る

保
証
は

な

い
。

し

た

が
っ

て
、

こ

れ

は

訓
読
み

で

「

や

す
ん

じ

や

す
し
」

と

訓
む
べ

き
だ

。

そ

う

す
れ

ば
、

原
文
「

易
安
」

が

さ

ほ

ど

の

負
担
な

し

に

再
生
で

き
る

だ

ろ

う
。

　

井
上
氏
と

S
先
生
の

食
い

違
い

は
、

訓
読
観
の

相
違
か

ら

生
じ

た

も
の

で

あ
る

。

そ

し
て

、

お

そ

ら

く
S
先
生
の

訓
読
観
は、

本
稿
の

「

漢
文
訓
読
11
記
憶
術
」

論

に

合
致
す

る

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

だ

ろ

う
。

そ

の

意
味
で

、

S
先
生
の

訓
読
は

伝

統
に

根
ざ

し
た

も

の

な

の

だ
。

S
先
生
御
自
身
は

記
憶
術
な

ぞ

と

い

う

怪
し

げ
な

言
葉
は

振
り
回
さ

な

か
っ

た

こ

と
だ

ろ

う
。

ま
た

、

薄
々

そ

う
考
え

て

い

ら
っ

し
ゃ

っ

た

と

し

て

も、

高
校
生
に

は

理
解
し

づ

ら

い

と
思
っ

て、

口

に

な

さ

ら

な

か
っ

た

の

か
も
し

れ
な

い
。

だ

が
、

そ

の

「

熟
語
に

あ

ら

ざ
れ

ば
音
読
み

す
べ

か

ら
ず
」

の

基
本
姿
勢
は

、

「

漢
文
訓
読
11
記
憶
術
」

論
に

よ
っ

て

こ

そ

明
確
に

説

明
し

得

る

も
の

と

愚
考
す

る
。

　

冒
頭
の

引
用
で

、

井
上

氏
は

「

S
先
生

が

独
特
の

名
調
子
で

漢
文
を
訓
読
す
る

の

を
聴
く

の

が

い

つ

も
心
愉
し

か
っ

た
」

と

記

し

て

い

た
。

た

ぶ

ん

S
先
生
は

、

訓
読
文
を

独
特
の

節
回
し
に

乗
せ
、

暗
記
の

助
け

と

し

て

い

た

の

だ

ろ
う

。

旋
律

に

乗
っ

た

歌
詞
が

覚
え

や

す
い

の

と

同
じ

く
、

少
し

で

も
訓
読
文
に

音
楽
性
が

伴

え
ば
、

そ

れ

だ

け
聴
覚
記
憶
に

と
っ

て

有
利
だ

か

ら

で

あ
る

。

　

ち

な

み

に
、

井
上

氏
の

次
の
一

節
に
つ

い

て

も
、

「

漢
文
訓
読
11

記

憶

術
」

論

に

よ

る
問
題
解
決
が

可
能
で

あ

る
。

ロ

ン

ド
ン

大
学
で

、

井
上

氏
が

学
生
に

閑
》

「

漢

文
訓
読
比

記
憶

術」
論

再

検
証

　
　
　

古
田

島

洋
介

Z
じddZ

を
英
訳
さ
せ

る

授
業
を

担
当
し

た

と

き

の

話
で

あ

る
。

（
「

荘
子
』

応
帝
王

篇
の

末
尾
「

南
海
之
帝
為
絛

、

南
海
之
帝
為
忽

、

中
央
之

帝
為
渾
沌
…

…
」

の

訓
読
）

「

南
海
の

帝
を

絛
と

為
し

、

北
海
の

帝
を
忽
と

為
し

、

中
央
の

帝
を

渾
沌
と

為
す
…

…
」

を
、

ま

ず、
「

為
す
」

と

い

う

の

に

は
、

主
語
が

な

い
。

い

っ

た

い
、

誰
が

南
海
の

帝
を
絛
と

「

為
す
」

の

か、

中
国
に

も
日

本
に

も

「

聖
書
』

で

い

う

Ω
o
自

が

い

る

は

ず

が

な

い
。

わ

た

　

　

　
　
　
　
　

　
よ

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

たロ

し
は

「

為
す
」

を
「

為
ぶ
」

と

訓
ん

で

も
よ

い

と
言
っ

た
。

　
こ

の

「

〜

を
…

と

為
す
」

は
な

か

な

か

紛
ら

わ

し
い

訓
読
で
、

「

以
〜

為・
：

」

（

〜
を
以
て

…

と

為
す
11

「

〜
を
…

に

す

る
」

意
）

の

「

以
」

（

以
て
）

が

省
略
さ

　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

た

れ
た

構
文
の

み

な

ら

ず
、

「

〜
為
…

」

（

〜

は

…

為
り
11

「

〜
は

…
で

あ

る
」

意

／

〜
を

〔

は
〕

…

と

為
ふ

11
「

〜
を

〔

は
〕

…
と

い

う
（

呼
ぶ
）

」

意
）

の

訓
読
と

し

て

も

常
用
さ

れ
る

。

実
は

、

こ

の

『

荘
子
』

応
帝
王
篇
の

文
章
は

後
者
「

〜

為
…

」

　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
た

の

構
文
で

あ

り
、

「

南
海
の

帝
は

絛
為
り

、

北
海
の

帝
は

忽
為
り

、

中

央
の

帝
は

渾
沌
為
り

」

と

訓
ん

で

も
よ

い

し
、

「

南
海
の

帝
を
絛
と

為
ひ

、

北
海
の

帝
を

忽

と

為
ひ

、

中
央
の

帝
を
渾
沌
と

為
ふ
」

と

訓
じ

て

も
か

ま

わ

な

い
。

井
上
氏
に

ょ

る

と
、

ロ

ン

ド
ン

大
学
に

在
籍
し

て

い

た

中
国
系
マ

レ

ー

シ

ア

人
の

学
生
が

「

為
」

を
現
代
中
国
語
で

「

名
」

（

〜
と

い

う
名
で

あ

る
）

と

訳
し

て

み

せ

た

こ

と

か

ら
、

　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　ロ
けワ

結
局
「

為
」

は

く

尻
V

と

訳
す
こ

と

に

な
っ

た

そ

う

だ

が、

そ

れ
で

理

に

か

な

っ

て

い

る

わ

け
で

あ
る

。

こ

の

文
の

場
合

、

「

為
す
」

の

主
語
に

つ

い

て

気
づ

か

う

の

は

徒
労
に

近
い

。

前
者
の

「

以
〜
為
…

」

の

「

以
」

が

省
略
さ

れ

た

構
文
で

は

　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
よ

な

い

か
ら

だ
。

な

お
、

井
上
氏
は

「

〈

為
ぶ
〉

と
訓
ん

で

も
よ

い
」

と

述
べ

た

由

だ

が
、

そ

れ
で

も
誤
り
と

は

言
え

な
い

も

の

の
、

「

為
ふ
」

の

ほ

う
が
訓

読
の

習

慣
に

合
う
だ

ろ
う
。
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ー

カ

し

　
亠

で

に

お

わ

か

り
の

と

お

り、

こ

の

「
γ

　

字
を
記

憶
す

る

に

は

な

す
」

の

調
を

以
て

暗
認

し

て

お

ぐ
の

が

最
も
便
利
な

の

で

あ
る．

「

た

り
．

と

評

じ

る

と
、

原
文
が

「

一

〜

抜
き
で

コ

南
海
之
帝
峰

、

北
海
Z．
嶺

忽
、

中
央
之

帝
渾
沌
」

と

再
牛
さ

れ

て

し

ま

う．
叫

能
性
を
拾
て

切
れ

な

い
。

ま
た
、

「

い

ふ

と

訓
ん

だ

と
し

た

ら、

−

為
し

よ

り

も
「
日
｛

や
　

峭
」

が

優

先

的
に

脳
裏
に

浮

か

ん

で

し

ま

う

だ

ろ

う．、

や

は

り
、

い

つ

れ

も

「

為
−

字
を
喚
起
す
る

に

は

不

都

合
な

の

で

あ

る
。

　

も
っ

ぱ

ら

解
釈
。

翻
尸

に

意
を
掩
ぐ
後
世
の

我
々

の

目

に

は
、

一

見
こ

の

よ

う

な
「．
為
」

を
「

な

す
一

と
訓
じ

た

九
人
の

で

み

が

不
合
理

に

見
え

、

す
ぐ

に

意
味

の

通
じ
る

「
た
〜

」
　
い

ふ
ー

の

ほ

う

が

合
理

的
に

映
る

。

け

れ

ど
も
、

実
は

然

ら

ず
。

「

峩
文
調．、．
　

記

徳
術
し

論
を

以
て

す

れ

ば、
「．
た

り

＝−
い

ふ
」

の

ほ

う

二

そ

不
今
理
で

丶

む
し

ろ

．
な

す
　

の

ほ

う
が

合
理
的
な

の

だ．、

「

丿．
零

町

ゐ

紀
饕

【
H4

欧

化凪．
ー

・
　
晶
…

虻

“
　
も一
　

　

勹

一
九

九．
か

て

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　
に

　

も
一．
と

も
、

こ

こ

で

コ
砂

こ

な

ぜ

　
為

　
亭、
粫

的
に

「

為
り

」

ま

た

は

「

為・
評

と

訓
ま

す
、

　r

毒
轟
み

カ

そ

う
為
し

た

か

の

よ

う

に

「

為
す
」

なη
ζ

と

訓．、
贓

す

る

の

沸
、

．窄
」

立
’
丿

の

声
が

起
こ

る

だ

ろ

う
、

こ

れ

だ
か

ら

訓
読
は

だ

 
非

感
い
、

当

て

に

な

ら

ぬ
、

と
。

　

ノ

　

丶

　
　〆
、

　

以

L
、

崩
島
群
廴

氏
と
鐸

⊥
芙
明
氏
力

提
起

し

た

訓
昿

に

関
す

ろ

疑
冂

に
、

「 ．
洪

又

調一

一

記

憶
↑

論
の

立

場
州

ら

回
答
を
害
セ

て

み

た
。

腎
た

し

て
、

ど

れ

ほ

ど

の

繊

得
力
が

あ
る

凡

ろ
う
か

。

い

づ

乳

の

崗
題
に

つ

い

て

も
、

　

振
文
の

字
吋

の

喚
起
に

好
都
脊
π

」

　
線
文
の

己

億
に

便
利
だ
」

と

の

趣

貞
を

繰
り
返
し

述
べ

た

の

で
、

い

さ

さ

か

食
霧
し

た

向
き

も
あ
る

だ

ろ

う
凸

し

か

し
、

r
篇
、

律、

実
際
そ
の

よ
う

な

画
一

的
な

義
論
で

冨
に

説
明
力

可
能
と

な

れ
ば

、

と

り

も
な

お

さ，一
、

記
熄
術
が

漢
又

訓

読

に

遍
底
す
る

原
理
と

し

て

存
在
す

る

こ

と

の

亨

明
に

も

な

る

か

と
愚
考
す
る

。
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餐
年
（

卜
戎
十
ヰ）

三

バ
末
を

以
て

本
学
柏

を
慮
軍

で

纈
退
仟
も

さ
る

亭
田

艮

、
一
教
授
か

ら
、

前
万

（

算
畷

号
）

の

拙
命
に
つ

い

て
、

「

コ

ロ

ン

ブ

ス

の

卵
み

〜

い

な

も
の

で

す

ね
E

と

の

卿
感
想
を

い

た

だ

い

た

　
長
敬
す

る

頽
学
が

御
感
想
を

お

聞
か

せ

く

だ

さ

る

と
は

光
煮
の
．

轟
に

つ

き
る

　
し

か

し
、

当
該
拙
論
の

末
尾

に

付
記

し

た

如
く
、

「

漢
文

躍
読
ー1

記

憶
術
」

論
の

発
想
の

原
型
は

鈴
木
直
治

『

中
国
譖
と

漢
文
」

（

本
稿
注

（

8
）

所
掲
）

に

あ

り
、

拙
論
は

鈴
木
氏
の

発
想
を

い

っ

そ

う

明
確
に

す
べ

く

　
瓦

憶
術
」

な

る

言

葉
を
用

い
、

己

憶
術
こ

そ

烈
文
訓

涜
の

県
理
で

あ

る

と

強
く
訴
え

て

い

る

に

す

ぎ

な
い．、

鈴

木
氏
の

「
コ

ロ

ン

ブ

ス

の

卵
」

を
腐
ら

せ

る

こ

と

な

く
、

無
事
に

同
芦
の

方
々

の

滋
養
に

供

す
る

こ

と

が

で

き

れ
ば

と

切
望
ト

9

る

ば

か

り
だ

。

そ

れ

が

御
退
任
後
の

島
田

先
生

に

対
す

る

何

よ

り
も
の

贈
り
物
に

も
な

る

か

と

思
う．．

　

次
号
で

は
、

伝
統
的
な

訓」

に

対
す
る

各
挿
の

批
判
・

非
難
を
具
体
的
に

挙
げ、

「
漢
文
訓〜．
　

乢

億
術」

論
の

立

場
か

ら

反
繍

を

試
み

る

予
定
で

あ

る．げ

暇

注】
T
∴
〜
叩

尸

佯
＝
・
箒
ー
川

英
郎
両

曳
の

ズ
早

は

次
の

と

才

り
で

あ
る．

　

　

塘
島

　
　

鳶
路
つ

チ

　
／

　
同
時

て．
月
　

　
」

　
昭
和
ら

十

　
1〕

　

　

打

防

　

　
皮
う
和

〜

　
宀」

　

二

同
野
代」
酪

　
八
号
へ
昭
ー

7
ー

　

　

富
L
川
一
禾
燭
記

　．
／

一
ー

翫
代

　
弔．一
ブ

丿
　
ゴ

郵
予

影
　
年V

　

　

サ

　

　
　
冉、
）
漢

　
11
訓
の

　−
〆

一．
司
咋、
代一
嘉
四
」

、

二
昭
租
ア

ト
七

仔

　

　

Ulo

　
．

煙

酎

租

　

　
中
旨

　
子．
の．
軒
遺

約
ヒ

イ

　

　

　

昌

代

　
第
四
L
勹

（
昭
和

　
−

　
ー）

　
「
・
と
た

　

　

r

　
漢
け

X

の

素

養
や

教
養

ノ

な

う
と

…

…
」

は、
艪
P

　
u

渉

和

　
Q．「一

　
一
貝
下

　

見
え
尸

　
一
r

　、
t一
疎
角

　
冉、
卵賦
租

和

訳（．げ
赭 
舗
一
　

員一
臥−
；

　、
四
貝

ー
　

目

島
氏
が

購
題
レ

9

る

殆
　．
・
隣

　
句
の

唄

　

　、
小

暫
疋

　
『

邦
訳

支
∬

　
詩
、

毒

伏

篇．
一
〔
帽
の

本
誌、
昭
和

−
弔

　
八、
良
に
見
え

0、

　

亂
豹

び．亠、
間
に

つ

、
て、
多

♪
ρ

変
丈

を
頓
え

。
な
お、
王

綜

毳
該
詩「
嫉
峯
に

よ
「
て

宇
句
σ

結
し

　
だ

ま

、、
作
者
に

つ’」
「、
｛
疑
斗

ノ

娯
る．
詳
し

く
は

　

碗

趨
♪

セ
ー

華
麻

　
阜

朱
箋
「

　
説、
卜

四
ー
ー

え

　
る

　
綜
の

ズ
，

〔
台
瀞

・
甲
弄
鼕

匂
版、
二

）一
頁り
を
才

漁
の一
　】，

「
3．
杢

明
璽、
　
TV

教
盤

出
乂

　ド
ト

5
　
放

｛、
、

九
九
叫

−

九
月

四
段

〜

九
ー

　
　
　

i
六，
　

司

謹

　

壕、
ソ

ウ

／、
　

ラ

」

囚
年〕
目

　

R

〔
　り
門
拙

書
　
　
　一
　

艮
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〔
5）
原
田

種
成
『
私
の

漢
文
講
義」
（
大
修

館
書

店、
平

成
七

年）

＝

二

〜
一
一
四

頁。

〔
6）
井
上

英

明
『
異
文

化
時
代
の

国
語

と

国
文
学
』

（
サ

イ
マ

ル

出
版

会、
平
成
二

年）
一
三一、
・
＝
二

五

頁。

（
7）
同

右
書、
．

三

四

頁
。

（

8）
「
帰
去
来
兮」
の

訓

法
に

つ

い

て

は、
山

田
孝
雄

『

漢
文
の

訓
読
に

よ

り
て

伝
へ

ら

れ
た

る
語

法』
〔
宝
文
館、

　

昭
和

十
年）
六
八

〜
七
三

頁、
小
林

芳
規

「

乎
安
鎌

倉
時

代
に

於
け
る

漢
籍

訓
読
の

国
語

史
的
研

究
』

〔
東

京

　

大

学
出
版

会、
昭

和
四

卜
二

年）
四
三一
〜
四、
二
二

頁、
鈴

木
直

治
『

中

国
語
と

漢
文

I−
訓
読
の

原
則
と

漢

　

語
の

特
微
」

〔《
中
国
語

研
究

学
習
双

書》
三、
光
生

館、
昭

和
五

十
年）
三

三

〜
三

四

頁
な
ど

を
参

照
の

こ

と。

　
　

文
法

的
に

は、
「
帰」
が

「

か

へ

り

な
ん」、
一
去

来」
が

「
い

ざ一、
「
兮一
は

助

辞
と

分

析
で

き

る。

し

か

　

し、
実
際
に

訓
読

す
る
さ

い

は、
「
帰

去

米
兮一
の

四
字

全
体
で

「

か
へ

り
な
ん

い

ざ」
と

訓

む

意

識

が

強

く

　

働
い

て

い

た

も
の

と
推

測
す
る。
た

だ

し、
例
外
な

く
誰

も
が

「

か

へ

り
な

ん

い

ざ一
と

訓
ん
で

き
た
わ

け

で

　

は

な
い。
た
と
え

ば
林

羅

山
は

「

か
へ

り
さ

ら
め

や」
と

訓
読
し
て

い

た

〔《
漢
籍
国

字

解

全

書》
第

十

二

巻

　
「

古
文

（
真
宝）
後

集
』

〔
早
稲
田

大
学

出
版
部、
昭
和一
．

年）
二

四

頁
下）

。

〔
9）
注
〔
7）
に

同
じ。

（
10）
注
〔
6）
同
書、
　一
三
六

〜一
．

二

七

頁．．

（
11）
同
右

書、
…
三

七
ー

＝
二

八

頁。

，
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