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〈

漢
文
訓

読
11
欠
陥
翻
訳
〉

論
へ

の

反
論

−
伝
統
的
訓
法
に

対
す
る
「

改
良
」

を

駁
す

　

　
　
　
　
　

　
　

古
田

島
洋
介

　
前
号
（

第
六

号
）

所
載
の

拙
稿
の

末
尾

で

予

告
し

た

ご

と

く、

本
号
で

は

〈

漢
文

訓
読
11
記
憶
術
〉

論
を

踏
ま

え

て、

伝
統
的
訓
法
に

対
す

る

批
判
へ

の

反
駁
を

試
み

る
。

反

駁
の

対
象
は、

旧

来
の

漢
文
訓
読
を

解
釈
・

翻
訳

と

し

て

欠
陥
あ

り

と

批
判

す

る

論、

す

な

わ

ち

〈

漢
文

訓
読
11
欠
陥
翻
訳
〉

論
だ
。

　
む
ろ

ん、

訓

読
を

記
憶
術
と

し

て

規
定
す

る

立

場
よ

り

す

れ

ば、
「

も

と

も

と

翻

訳
と

し

て

出
発
し

た

も

の

の、

あ

る

時
期
か

ら

記

憶
術
に

変
質
し

て

今
日

に

至
っ

た

伝
統
的
訓
法
を、

昔
の

ま

ま
の

翻
訳
だ

と

思

い

込

ん

で

〈

欠
陥
あ

り
〉

と

非
難
し

て

み

て

も
、

そ

も

そ

も

前
提
が

間
違

っ

て

い

る

の

だ

か

ら、
〈

漢
文
訓

読
11

欠
陥
翻
訳
〉

論
は

無
い

物
ね

だ

り

も

同
然
だ
」

と

斬
り

捨
て

て

し

ま
っ

て

よ

い

は

ず
で

あ

る。

す

で

に

〈

漢
文

訓

読
11

記
憶
術
〉

論
に

御
賛
同
い

た

だ

い

て

い

る

方
に

は、

こ

れ

で

十

分
だ

ろ

う
。

反

駁
と
称
し

て

多
言
を

費
や

さ

ん

と

す

る

の

は、

か

え

っ

て

滑
稽
に

映

る

か

も

し

れ

な
い

。

　

し

か

し
、

つ

ら
つ

ら

世

情
を

見
る

に、

今
以
て

く

漢
文

訓
読
口

欠

陥
翻
訳
V

論
は

牢
乎
と

し

て

抜
き

が

た

い

の

が

実
情
の

よ

う

だ。

本
来
「

シ

ヤ

ウ

カ

ウ
」

と

読
む

は

ず
の

「

消
耗
」

が

「

シ

ヤ

ウ

マ

ウ
」

と

発

音
さ

れ

て

定
着
し、
「

ヒ

カ

ウ
」

と

読
む

べ

き
「．
比

較
」

が

「

ヒ

カ

ク
」

と

発
音
さ

れ

て
、

こ

れ

ま

た

定

着
し

て

い

る

こ

と

を

想
え

ば、

そ

れ
こ

そ

欠
陥
論
た

る

〈

漢
文

訓
読
11

欠
陥
翻
訳
〉

論
が

現
状
の

ま

ま

固

く

根
を

張
り

つ

づ

け、

例
に

よ

っ

て

何
と

な

く

「

空
気
」

が

醸

成

さ

れ

て

く

る

と、

遠
か

ら

ず
く

漢
文
訓
読
11
欠
陥
翻
訳
V

論
に

よ
っ

て

漢
文
訓

読
の

伝
統
が

息

の

根
を

止

め

ら

れ

る

日

が

や
っ

て

く

る

か

も

し

れ

な
い

。

こ

う
し
て

い

る

あ

い

だ

に

も、

不

勉

強
な

教
育
評
論
屋

が
、

旅
先
の
一

室
で

「

中
国

語
教
育
が

ま

す
ま

す

普

及

し

て

き

た

今
日、

翻
訳

法
と

し

て

欠
陥
の

少
な

く

な
い

漢
文

訓
読
は、

す
で

に

そ

の

使
命

を

終
え

た

と

言

え

る

の

で

は

な

い

で

し
ょ

う

か
。

た

だ

で

さ

え

覚
え

る

こ

と

が

多
す

ぎ

て

困
っ

て

い

る

生

徒
た

ち
に
、

い

つ

ま

で

も

漢
文
を

教
え

る

必
要
は

な

い

よ

う

な

気

が

し

て

な

り

ま

せ

ん
」

な

ど

と、

お

優
し

く

持
ち
か

け

る

邪
論
を

書
き

飛
ば

し

て

い

な

い

と

も

限

ら

な

い

の

だ
。

ぜ

ひ

と

も

〈

漢
文
訓
読
11
欠

陥
翻
訳
〉

論
に

は

引
導
を

渡
し

て

お

か

ね

ば

な

ら

ぬ
。

　

も
っ

と

も、

一

見
ま
っ

た

く

正

反

対
に

映
る

〈

漢
文
訓
読
11
記

憶
術
〉

論
と

〈

漢

文
訓
読
11
欠
陥
翻
訳
〉

論
が

実
は

近

親
関
係
に

あ

る

こ

と

は、

あ

ら

か

じ

め

確
認
し

て

お

か

ね

ば

な

る

ま
い

。

ど

ち
ら

も

訓
読
に

翻
訳
と

し

て

の

欠
点

ま

た

は

不

都
合
を

見

出
だ

す

と

こ

ろ

か

ら

出
発

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る
。

異
な

る

の

は、

そ

の

後
の

方

向
だ
。

「

古
人

が

長
年
に

わ

た
っ

て

欠
陥
品

を

た

だ

後
生
大

事
に

抱
え

込

ん

で

い

た

は

ず
は

な

い
。

訓
読
に

は

翻
訳

と

異
な

る

何
ら

か

の

原

理

が

隠
さ

れ

て

い

る

は

ず

だ
」

と

考
え

、

そ
の

原
理

に

つ

い

て

仮
説
を

提
供
す

る

に

至
っ

た

の

が

〈

漢
文

訓

読

11

記
憶
術
〉

論
で

あ

る
。

一

方、

欠
陥
が

あ

る

以

上、

そ
の

ま

ま

訓

読
を

欠
陥
品

と

認

め
、

欠
陥
品

な

ど

無
用
だ

と

歩
み

を

止

め

て

み

た

り、

廃

棄
し

て

別
の

道
を

歩
む

〈
漢
文

訓
読
11
欠
陥
翻
訳
〉

論
へ

の

反
論

古
田

島
洋

介

＊

一、
口

語
文
化

学

科

　
助
教
授

　
日

中

比

較
文

学

83
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明

星
大

学

研
究
紀

要
門

日

本

文

化
学
部
・
言
語
文
化
学

科】

第
ヒ

号

　一
九

九

九

年

こ

と

に

し

た

り、

改
良
を

加
え

て

道
の

補
修
に

励
ん

だ

り

す

る

の

が、
A

漢
文

訓
読

口−
欠

陥
翻
訳
〉

論
で

あ

る
。

　

宕
の、
二

種
の

〈

漢
文
訓
読
旨

欠
陥
翻
訳
〉

論
の

う

ち、

第
一

は

〈

訓
読

無
用

論
〉

と

呼
ん

で

よ

い

だ

ろ

う
。

単
に

「

訓
読
な

ぞ

欠
陥
品

だ
。

や

め
て

し

ま

え
」

と

叫
ぶ

一

派
で

あ

る
。

む

ろ

ん
、

研
究
者
は

こ

の

域
に

留
ま
祠、

て

い

ら

れ

な
い
。

と

に

か

く

何

ら

か

の

手

段
で

占

典
中
国

語
を

読
ま

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

の

だ

か

ら
。

し

た

が
っ

て
、

こ

の

〈

訓
読
無
用
論
〉

は

学
術
研

究
の

局
外
者、

あ

り

て

い

に

言
え

ば、

素
人

に

多
い

と

見

て

よ

か

ろ

う。

ど

こ

か

で

目

に

し

た
「

訓
読
に

欠

陥
あ

り
」

と
の

字
句

を

鵜
呑
み

に

し

て、

社
会
に

出
て

か

ら

役
に

立

っ

た

た

め

し

の

な

い

漢
文

の

勉

強
で

高
校
生

の

こ

ろ

苫

労
さ

せ

ら

れ

た

こ

と

な

ど

想
い

起
こ

し、

淡
い

怨
恨
を

も
こ

き

ま

ぜ

て、

漢
文
訓
読
な

ぞ

無
用
だ

と

言
い

つ

の

る

わ

け

だ
。

言

う

ま

で

も

な

く
、

こ

れ

は

意
見
と

も

主

張
と

も

呼
べ

る

底
の

も

の

で

は

な

く、

学
術
ト

は

ま
っ

た

く

検
討
に

値
し

な
い

。

た

だ

し、

日

本
全

国
の

入

口

に

比
べ

て

専
門
家
の

数
は

高
が

知
れ

て

い

る

と

な

れ

ば
、

将
来
こ

の

烏
合
の

衆
に

も

等
し

い
一

派
こ

輩

丶

最
も

侮
り

が

た

い

勢

力

と

し

て

訓
読

の

伝
統
の

前

に

立

ち

は

だ

か

る

こ

と

に

な

る

か

も

し

れ

な
い

。

な

に

し

ろ、

民

主

主

義
の

便
法
た

る

多
数
決
制
度
の

も

と

で

は、

無
定
見

な

浮
動
票
に

よ

っ

て

物
事・
の

死

命
が

決

せ

ら

れ

る

こ

と

少

な

し

と

し

な

い

の

で

あ

る
。

ゆ

め

ゆ

め

油

断
は

禁
物
だ

。

　

第．
一

は

へ

漢
文
音

読
論
〉

で

あ

る
。

訓

読
を

欠

陥
品

と

し

て

廃
棄
し、

な

お

か

つ

別
の

方

法
で

古

典
中

国

語

に

接
近
せ

ね

ば

な

ら

ぬ

と

す

れ

ば、

現

今
の

惰
勢
に

鑑
み

て
、

現

代
中

国

語
で

発

音
す

る

の

が

最
も

常
識
的
な

手

段
で

あ

ろ

う
。

実
際

、

研
究

者
の

あ

い

だ

で

は

ま

す

ま

す

〈

漢
文
音
読
論
〉

が

勢
力
を

増
し、

今

さ

ら

訓
読
な

ど

や
っ

て

い

ら

れ

ぬ

と

い

う

雰

囲
気
が

濃
く

な
っ

て

き

て

い

る。

事
実、

中

国
古
代

思

想
に

関
す

る

諭
文

を

執
筆
し

て

い

た

私
の

知
入

が
、

引
用
し

た

中
国

古

典

文

に

訓

点

を

付
け

て

い

た

と
こ

ろ、

周
囲
の

勉
学
仲
間
か

ら

ヨ

こ

の

時
代
に、

ま

だ

そ

ん

な
こ

84

と

を
や、
っ

て

い

る

の

？
」

と

か

ら

か

わ

れ

た

そ

う

だ。

そ

の

知

人
宀

口

身
も
、

本
来
は

訓
点
を

付
け

る

気
な

ど

さ

ら

さ

ら

な
♂

丶

た

ま

た

ま

就
職
の

声

が

か

か

っ

た

大

学
か

ら、

環
代
中

国
語
の

み

な

ら

ず、

漢
文

も

教
え

て

も

ら

え

な

い

か

と

請
わ

れ

た

た

め、

訓
読
に

も

通

じ

て

い

る

こ

と

を

示

す
べ

く

〔
実
は

私
の

入

れ

知
恵
に

従
っ

て
）

訓

点

を

ほ

ど
こ

し

た

と

い

う
の

が

実
惰
で

あ

る
。

事
ほ

ど

左

様
に、

訓

読

は

研
究
者
の

あ

い

だ

で

排
斥
さ

れ

つ

つ

あ

る
。

　

も
っ

と

も、

卑
見
に

よ

れ

ば、

訓

読
な

ど

欠

陥

品

だ

と

し

て

顧

み

ず、

現

代
中
国

語
の

習
得
に

励
み、

そ

の

発
音
で

読
ん

で

い

る

う

ち

に、

い

つ

の

ま
に

か

訓

読
が

で

き

な

く

な
っ

て

し

ま

い
、

現
代
中
国

語
で

音

読
す

る

以

外
に

中

国

古
典
文
の

発

音
方

法
を

失
っ

た

と
い

う
の

が

実
態

で

は

な

い

か

と

も

疑
わ

れ

る

節
が

あ

る
。

な
か

に

は、

訓
読
が

で

き

な

く

な
ワ

た

た

め

に、

そ

の

弱

点

を

糊
塗
す

べ

く、

ま

す
ま

す

現

代
中

国

語
に

よ

る

音
読
に

し

が

み

つ

き、

必

要
以

上

に

訓
読
を

毛

嫌
い

す

る

向
き

が

無

き

に

し

も

非
ず
の

よ

う

に

見

受
け

る

が、

こ

乙

で

は

本
質
的

な

論
議
を

目

指
す

の

で、

実
態
論
と

も

称
す
べ

き

下

司
の

勘

繰
り

は

差
し

控
え

て

お

き

た

い
。

漢

文

訓
読
を

擁

護
す

る

人

物
の

な

か

に

も、

記
憶
術
と

し

て

の

本
質
を

わ

き

ま

え

る

こ

と

な

く、

ひ

た

す

ら

惰
性
で

訓
読
を

続
け

て

い

た

り、

現
代
中

国
語
の

学

習

を

さ

ぼ

っ

た

り、

学

ん

で

は

み

た

も

の

の
、

ま
っ

た

く

物
に

な

ら

な

か

っ

た

が

た

め

に、

ひ

た

す

ら

訓
読

に

し

が

み

つ

い

た

り

し

て

い

る

御
仁

が

い

な
い

と

も

限

ら

な

い

か

ら

で

あ
る
。

　

過

去

の

経
緯
を

顧
み

れ

ば、

訓
読
を

捨
て

た

誰
も

が

た

だ

ち
に

現

代
申
国

語
の

発

音
に

飛

び
つ

い

た

わ

け
f、
は

な

い
。

江

戸

時
代
は

荻
牛

徂

徠
の

唐
音

に

よ

る

音
読
ま

で

さ

か

の

ぼ

ら

ず

と

も、

昭
和

初
期
に

岡

田

正

三

氏
が

漢

音

に

よ

る

音
読
を

提
唱

し

　

　ハ
ノげ

て

い

る
。

た

だ

し、

現
代
中
国

語
の

学

習
が

容

易
か

つ

盛
ん

に

な

っ

た

現
今

の

趨
勢

で

は
、

現
代
中
国

語

の

発

音
に

依
ら

ざ

る

音
読

は

ほ

と
ん

ど

勢
力

を

失
っ

た

と

見

て

差

し

支
え

あ

る

ま
い

。

　

第

三

は

A

談
読
改
良
論
〉

で

あ

る
。

訓
読

の

擁｝
護

を

前
提
に

し

て

い

る

点
で、

N 工工
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〈

漢
文
訓
読
11
欠
陥
翻
訳
V

論
の

な

か

で

は、

唯
一

〈

漢
文
訓
読
“

記

憶
術
〉

論
に

近
い

立

場
を

取
る

も

の

で

あ

る
。

伝
統
的
な

訓
読
の

欠
陥
を

是

正

す
べ

く

訓

法
の

改

変
を

試
み、

翻
訳
と

し

て

の

体
裁
を

整
え

よ

う
と

す

る
の

が

〈

訓
読
改
良
論
〉

の

基

本
方
針
だ

。

も

と

も

と

訓
読
は

翻
訳
と

し

て

出
発
し、

そ

の

後、

記
憶
術
へ

と

変
貌

し

て

い

っ

た

と

い

う
く

漢
文

訓
読
11
記

憶
術
V

論
の

訓
読
史
観
か

ら

見

て

も、

記
憶

術
に

変
貌
し

た

が

た

め

に

訓
読
は

欠
陥
を

抱
え

込

む

こ

と

に

な
っ

た

と

考
え

れ

ば、

「

原
点
た

る

翻
訳
に

立

ち

返

れ
」

と

の

主

張
に

は、

そ

れ

な

り

の

合
理

性
を

認

め

る

こ

と

が

で

き

よ

う
。

少
な

く

と

も
、

何
ら

か

の

方
法

に

よ

っ

て

漢
文
訓
読
の

存
続
を

図

ろ

う
と

す
る

点
で

は
、

〈

漢
文

訓
読
11

記

憶
術
〉

論
と

軌
を
一

に

す
る

も

の

で

あ

る
。

　

右
に

〈

漢
文

訓
読
11
欠
陥
翻
訳
〉

論
を

三

種
に

分
類
し

て

み

た

が
、

こ

の

う

ち

第

一

の

〈

訓
読
無
用

論
〉

は

反
駁
に

値
し

ま

い
。

侮
り
が

た

い

勢
力
と

は
い
、
尾

ど

も、

例
に

よ

っ

て

匿
名
を

特
徴
と

す

る

烏
合
の

衆
に

は

反
駁

を

加

え

る

す
べ

が

な

い

か

ら

だ
。

む
ろ

ん、

こ

れ

は

〈

訓
読
無
用

論
〉

を

無
視
し、

視
て

見
ぬ

ふ

り

を

す

る

と

の

謂
い

で

は

な

い
。

こ

の

論
が、

第
二

の

〈

漢
文
音
読
論
〉

と

第
三

の

〈

訓
読
改
良

論
〉

の

片
言
隻
句
を

鵜
呑
み

に

す
る

こ

と

で

成
り

立

ち、

さ

ら

に

助
長

さ

れ

て

い

る

と

す
る

な

ら

ば、

将
を

射
ん

と
欲
す
れ

ば

先
づ

馬
を

射
よ、

第
二

．

第
三

の

論
に

反

駁
を

加

え

る

の

が

賢
明
な

方
法
と

思
わ

れ

る

か

ら

で

あ

る
。

た

だ

し、

第
二

の

く

漢

文
音
読
論
V

は、

実
は

伝
統
的
訓
読
と

共

存
し

得
る

性
質
の

論
で

あ

り、

ま

た

現
代

に

お

け

る

訓
読
の

意
義
と

も

深

く

関
わ

る

問
題
な

の

で、

こ

こ

で

は

言
及

せ

ず、

今

日

に

お

け

る

訓

読
の

存
在
理

由

を

問
う
予
定
の

次
号
の

拙
稿
に

議
論
を

譲
る
．〕
と

に

し

よ

う
。

　

結
局、

こ

こ

で

は

第
三

の

〈

訓
読
改
良
論
〉

に

対
し

て

反
駁
を

加
え

る

こ

と

に

な

る
。

近
親
の

な

か

の

近

親
に

対

し

て

反
駁
す

る

の

は

近
親
憎
悪
の

最
た

る

も

の

か

も

し

れ

な
い

。

け

れ

ど

も、

あ

り

て

い

に

言
っ

て、

一

見、

訓
読
を

擁
護
す

る

良
心

的

ハ

漢
文
訓

読
11
欠
陥

翻
訳
V

論
へ
の

反
論

古
田

島
洋
介

な

試
み

に

見

え
つ

つ

も、

そ

の

実、

訓
読
の

存
在
意
義
を

無
か

ら

し

め

る

だ

け
の

〈

訓
読
改
良
論
〉

こ

そ

最
も

近

く

し

て

最
大
の

敵
な
の

で

あ

る。

　
〈

訓
読
改
良
論
〉

は
、

伝
統
的
な

訓
読
の

欠
陥
を

是
正

す
べ

く

訓

法
に

改
変
を

加

え、

翻
訳

と

し

て

通
じ

さ

せ

る

こ

と

を

以

て

基

本
方
針
と

す

る
。

旦
ハ

体
的
に

は、

個
々

の

字
に

つ

い

て
、

従
来
の

よ

う

な

定

訓
本
位
の

訓
法
を

採

ら

ず、

そ

の

場
の

文

脈
に

即
し

た

解
釈
を

以

て

訓
み

と

す
る

わ

け

だ
。

こ

れ

は
、

定

訓

を

主
と

す
る

以

前

の

訓
読、

つ

ま

り

翻
訳
と

し

て

の

訓
読
に

立

ち

返
ろ

う
と

す

る

試
み
で

あ

り、

ま

た、

発
音
と

し

て

用
い

る

日

本
式
の

「

訓
」

か

ら、

あ

く

ま
で

解

釈
で

あ
っ

た

中
国

式

の

「

訓
」

へ

と

立

ち

も

ど

ろ

う

と

す

る

試
み

で

も

あ

る

た

め
、

二

重
の

先
祖
返

り

と

も

称
す
べ

き

現

象
と

解
す

る

こ

と

が

で

き

る
。

　
も

ち

ろ

ん、

す
べ

て

の

〈

訓

読
改
良
論
〉

が

翻

訳
に

向
け
て

改
良
作
業
を

行
な

う

わ

け

で

は

な

く
、

単
に

文

法
に

関
わ

る

小

規
模
な

改
変
だ

け
が

実

行
さ

れ

る

場
合
も

あ

り、

実
際、

こ

の

種
の

改
良
は

か

な

り

定
着
し

て

き

て

い

る

よ

う
に

思

わ

れ

る。

こ

れ

は
一

般
に

「

国

文

法
に

合
っ

た

読
み

方
」

と

言

わ

れ

る

が、

そ

の

実
体
は

平

安

時
代
の

文
法
す

な

わ

ち
中
古

文
法
に

則
っ

た

訓
法
に

改
め

る

こ

と

で

あ

る
。

こ

れ

に

は
二

種
の

場
合
が

あ

り、

一

つ

は

奈
良
時
代
の

文
法
す
な

わ

ち
上

代
文

法
を

改

め

る

場
合

、

も

う
一

つ

は

江
戸
時
代
の

文
法

す

な

わ

ち

近
世

文

法
を

改
め

る

場
合
で

あ

る
。

た

と

え

ば、
「

な

し
」

（

無
）

「

べ

し
」

（

可）

に

推
量
の

助
動
詞
「

む
」

の

撥
音
化
し

た

「

ん
」

が

接
続
す
る

場
合、

上

代
に

お

い

て

未
然
形
に

「

な

け
」

「

べ

け
」

が

あ

っ

た

た

め、

従
来
そ

れ

ぞ

れ

「

な
け

ん
」

「

べ

け

ん
」

と

訓
じ

ら

れ

る

こ

と

が

珍．
し

く

な

か
っ

た
。

と

こ

ろ

が、

中
古
に

至
っ

て

「

な

け
」

「

べ

け
」

が

消
失

し

た

た

め、

中
古
文
法
に

従
え

ば

「

な

か

ら

ん
」

「

べ

か

ら

ん
」

と

な

る
。

後
者
「

べ

か

ら

ん
」85
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明

星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本

文

化

学
部
・
冨

語
文
化
学

科】

第
七

号

　
　
九
九
九

年

は

冂

調
が

悪
い

た

め
か
、

見

か

け

る

こ

と

が

少

な

く、
「
ん
」

を

省
き

、

一，「
べ

し
」

と

終
止

形

で．
旨

い

切
っ

て

す

ま

せ

て

い

る

場

合
が

多
い

よ

う

だ

が、

前
者
「

為

か

ら

ん
一

は

多
用

さ

れ

て

お

り、

現

在
ほ

と

ん

ど
一

な

け

ん
」

を

駆

逐
し

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る
。

事
実

、

私
が

高
校
生

の

と

き

に

使
っ

て

い

た

漢
文
の

教
科
書
で

は、

例
の

白
居

易
「

長
恨
歌
」

の

末
尾
「

此

恨
綿
綿
無
絶
期
」

は

「

此

の

恨
み

は

綿
々

と

　
　

　

　

　
に
き

し

て

絶
ゆ

る

期
無
け

ん
」

と

訓
ん

で

い

た

が
、

現
今

は

「

此

の

恨
み

は

綿
々

と

し

て

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
ハセ
ビゴ

尽

く

る

期
無
か

ら

ん
」

と

訓
ず
る

の

が
一

般
に

な
っ

て

い

る
。

ま

た、

近

世
に

お

い

て、

仮
定
条
件

蛋

未
然
形
＋

ぼ
一

が

衰
退
し、

確
定
条
件
「

巳

然
形
＋

ば
一

が

仮
定

表
現

と

し

て

発
達
し

た

結
果、

そ

れ

を

受
け

継
い

だ

近

代
の

訓
読
で

も、

か

つ

て

は

仮

定
条
件
で

あ

ろ

う

と

確
定

条
件
で

あ

ろ

う

と
｝

已

然
形

＋

ぱ
一

で

す
ま

せ

る

こ

と

が

ふ

つ

う

だ
っ

た

が
、

最
近

は
、

中
古
文

法
の

原
則
ど
お

り、

両

者
を

区

別
し

て

訓

読
す
る

の

が

主

流

の

よ

う
に

見
受
け

る
。

も

っ

と

も、

現

今、

中

古
初
期
に

ワ

行
上

…

と

し

て

現

わ

れ

た

「

用

ゐ

る
」

が
、

そ
の

後
に

生

じ

た

ハ

行
E

二

「、
用

ふ
」

に

改

め

ら

れ

て

い

る

理

由

は

よ

く

わ

か

ら

な

い
。

た

ぶ

ん
、

今
日

な

じ

み

の

薄
く

な
っ

た

ワ

行
イ

段
の

仮
名
「

ゐ
」

「

ヰ
」

を

嫌
っ

た

だ

け

か

と

想
像
す

る

が
。

　
右

の

よ

う
な

文
法
事
項
に

関
わ

る

改

変
も

〈

訓
読

改

良
論
V

の

一

側
画

た

る

を

失

わ

な

い
。

賛
否

に

関
す
る

私
見

は

次
号

に

述
べ

る

が、

こ

う
し

た

改
変
が

行

な

わ

れ

て

い

る

こ

と

は・
事

実
で

あ

る
。

　
た

だ

し
、

こ

こ

で

反

駁
の

主
た

る

対
象
と

す

る

の

は、

こ

う
し

た

文
法
上

の

小

視

模
な
改
変
で

は

な

く、

訓
読
を

翻
訳
に

近
づ

け

ん

と

す

る

態
度

を

明
確
に

示
し

た

試

み

で

あ

る
。

む

ろ

ん、

い

く

つ

か

の

字
に

つ

い

て

解
釈
を

前
面

に

打

ち
出

し

て

訓

ん

で

み

せ

た

訓
読
は

少

な

く

な
い
。

だ

が
、

逐
…

そ

の

類
の

訓
読
を

拾
い

上

げ

る

と

な

れ

ば

収
拾
が

つ

か

な

く

な

る

だ

ろ

う
。

そ

こ

で、

こ

こ

で

は

解
釈
・

翻
訳

に

則
っ

た

訓
づ

け

を

原
則
に

据
え

た

A

訓
読
改
良
論
〉

の

み

を

取
り

上

げ

て、

反

駁
を

試
み

ろ

こ

と

に

す

る
。

管
見

に

入

る

か

ぎ

り、

そ

の

種
の

原
則
を

具
体
的
に

表
明
し

て

い

る

86

の

は

左
記

の

二

書
で

あ
る
。

・
『

古

回

等
愚

†

校
漢
文．
二

』

　
（一
…
省
堂、
　
叨
順

和
二

↓
1

⊥

ハ

年）

　

　

［
編
修
委
員

長］

竹
田

復

　

　

「
編
修
委
員
］

金

田
一

京
助
・

波
多
野
太

郎
・

西

順

蔵
・

新
垣
淑
明

．

中
村
元

『

シ

ナ

人
の

思

惟
方
法
A

東
洋
人
の

思

惟
方
法
H

＞

』

興

中
村、
兀

選

集
》

　

　

　
決
定
版
U

　柚
弟

二
出
巷、
　

春
秋
社、
　

昭　
和

六

十一、一
隼
）

以

下、

そ

れ

ぞ

れ

『

竹
田

漢
文
』

「

中

村
書
』

と

略
記

す

る
。

　
『

竹
田

漢
文
』

の

訓
読

の

特
徴
は、

は

し

が

き

と

も

称
す
べ

き

「

こ

の

教
科
書
の

学

び

方
」

の

第
四

に

記
さ

れ

た

次
の

字
句
か

ら

察
す
る

こ

と

が

で

き

る
。

　

従

来
の

漢
文
の

訓
読
の

中
に

は
、

正

常
な

国
語
か

ら
か

け

離
れ

た

特
殊
な

も

の

も

あ
っ

た
こ

と

を

考
え、

訓

読
の

歴

史
に

徴

し

て、

本

来

訓
読
は

翻
訳

で

あ

る

と
い

う

立

場
か

ら
：

：

：

従
来
の

読
み

方

で

正

し

く

意
味
が

取
れ

る

場
合
は

そ

の

ま
」

に

し、

そ

の

ほ

か

は

文
字

の

意

味
を

研

究
し

て

読
み

方

を

新
し

く
し

た。

そ

の

具

体

例
は、

巻

末
に

掲
げ

た
一

覧
表
を

参
照
し

て

ほ

し

い
。

（

巻

頭
）

　

主

張
は

明
確
で

あ

る
。

〈

訓
読
改

良

論
▽

の

典
耀
と

言
ワ

て

よ

い

だ

ろ

う
。

要

す

る

に、

訓
読
を

解
釈
に
一

致
さ

せ
、

翻
訳

と

し

て

通

じ

る

訓
読

を

目

指
す

わ

け

だ．

事
実、

本
文

を

閲
し

て

み

る

と、

訓
読
を

翻
訳
に

す

る

た

め

に

種
々

の

工

夫
が

ほ

ど

．）
さ

れ、

従
来
の

訓
読
と

は

異

な

る

訓
み

方
が

あ

ち

ら
こ

ち

ら

に

登

場

す

る
。

た

だ

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

し、

逐
一

そ

の

例
を

示
し

て

み

て

も

煩
雑
を

極
め

る

だ

け
で

あ

る

か

ら、

簡
便
を

期

し

て
、

た

だ

ち
に

右
の

一

節
の

末
尾
で

指
示
さ

れ

て

い

る

「
一

覧
表
」

を

垣

間
み

る

こ

と

に

し

よ

う
。

こ

の

「

一

覧
表
」

だ

け

で

も

総
計
十
一

頁
に

の

ぼ

り、

一

つ

一

つ

詳
細
に

検
討

し

て

い

る

余
裕
は

な

い
。

「

垣
間
み

る
」

と

言
っ

た

ゆ
、
尺

ん

で

あ

る
。

た

だ

し
、

以

下

に

掲
げ

る

い

く

つ

か

の

具

体
例
を

見

れ

ば、

そ
の

骨
法

は

自
ず
か

ら

知
ら

れ

る

は

ず
だ

。

　

で

は
、

実
際
に

ど

の

よ

う

な

工

夫
が

な

さ

れ

て

い

る

の

か
、

旦ハ
体
例
に

即
し
て

観

察
し

て

み

よ

う
。

適
宜

に

分

類
を

ほ

ど
こ

し、

当

該
「

一

覧
表
」

の

体
裁
そ

の

ま

ま

に、

例
文
を

掲
げ

て

〔
新〕
〔
旧
〕

の

訓
読
を

呈

示

し

て

ゆ

く。
〔
新〕

は

『

竹
田

漢

文
』

に

よ

る

改

良
式
の

訓
読、
〔
旧〕

は

従
来
の

伝
統
的
な

訓
読
の

謂
い

で

あ

る
。

出
典
の

表
記

は

丁

寧
で

な

い

が
、

当
面

の

議
論
と

は

無
関
係
な

た

め、

当
該
「

一

覧

表
」

の

ま

ま

に

記
し

て

お

く
。

た

だ

し、

書
き

下
し

文
の

片
仮
名
表
記
は

す
べ

て

平

仮
名
表
記
に

改
め

る
。

ま

た
、

明
ら

か

な

誤

字
・

脱
字
に

つ

い

て

は

適
宜
に

修
訂
を

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
ヨね

加
え、

省
略
さ

れ

た

字
句
も

適
当
に

補
っ

た

が
、

煩
を

避
け

て

注
記
は

省
く

。

　

第
一

に

目
立

つ

の

は

従
来
の

訓
読
の

読
み

換
え

で

あ

る
。

解
釈
・

翻
訳

と

し

て

通

用
し

な

い

訓
読
を

改
め

ん

と

す

る

措
置
の

典
型
だ

。

 
其
名
為
鯤
（

『

荘
子
』

逍
遥
遊
）

　
〔

新
〕

　
そ

の

名

を

鯤

と

い

ふ

　
〔

旧
〕

　
そ

の

名
を

鯤
と

な

す

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

ハ
るソ

　

こ

の

 
に

つ

い

て

は、

前
号

の

拙
稿
で

言
及

し

た

が
、

た

し

か

に

「

〜
を

…

と

な

す
」

と

い

う

訓
読
は

「

誰
か

が

〜
を

…

に

し

た
」

意
に

響
い

て

紛
ら
わ

し

く
、

「

〜

は

…

と

い

う

名
で

あ

る
」

意
に

は

聞
こ

え

な

い
。

そ

こ

で

『

竹
田

漢
文
』

は

の

っ

け

か

ら

「

〜
を

…

と

い

ふ
」

と

訓
読
し

て

し

ま

お

う
と

い

う

わ

け

だ
。

A

漢
文
訓

読
11
欠
陥
翻
訳
V

論
へ
の

反

論

古
田

島
洋
介

 
参
差

是
（

「

長

恨
歌
伝
」
）

　
〔
新〕
　
参
差
た

り

　
〔
旧〕
　

参
差
と

し

て

こ

れ

な

り

　

こ

れ

は

定
訓

「

こ

れ
」

を

無
視
し
、

い

き

な

り

「

是
」

の

意
味
に

よ

っ

て

「

た

り
」

と

訓
じ

て

し

ま

う

例
で

あ

る
。

「

こ

れ

な

り
」

が

日

本

語

と

し

て

ほ

と

ん

ど

意

味
を

成
し

て

い

な

い

以
上
、

訓
読
を

翻
訳
に
一

致
さ

せ

よ

う

と

す
る

か

ら

に

は、

な

か

な

か

気
の

利
い

た

措
置
だ

と

言

え

る

だ

ろ

う
。

 
俄
而

長
大

（

『

続
玄
怪
録
』
）

　
〔
新
〕

　
つ

い

で

長
大
と

な

り

　
〔
旧〕
　
に

は

か

に

し

て

長
大

と

な

り

　
「

に

は

か

に

し

て
」

で

は

「

不
意
に

／

突
然
」

の

意
に

響
い

て
、

誤

解
を

招
く

危

険
が

あ

る。
「

に

は

か

に
」

（
俄
）

な

ら

「

不

意
に

／

突
然
」

の

意
だ

が
、

「

而
」

が

付
く

と

些
か

意
味
合
い

が

異

な

る
。

こ

れ

は

「

す

で

に
」

（

既
）

と

「

す

で

に

し
て
」

　

　

　
　
　

　
ハ
う　

（

既

而
）

と

の

関

係
と

同

様
の

例
だ

。

そ

こ

で

紛
れ

が

生

ず
る
の

を

避

け

る

べ

く、

定
訓
「

に

は

か

に
」

に

こ

だ

わ

ら

ず、

た

だ

ち

に

「

つ

い

で
」

と

訓
じ

て

し

ま

う

わ

け

で

あ

る
。

 
幾
緡
方
可
（

『

続
玄

怪
録
』
）

　
〔

新
〕

　
幾
緡
な

ら

ば

は

じ

め

て

可

な

り

　
〔

旧
〕

　
幾
緡
な

ら

ば

ま

さ

に

可
な

り

87
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明

星
大

学

研
究
紀

要
門

日

本

文

化
学

部・
言

語
文
化

学

科
M

第

七

弓

　一
九

π

九

年

　

二

の

　

方
」

も、

従
来
な

ら

無
条
件
に

「

ま

さ

に
」

と

訓

読
す

る

字
だ

が、
コ

ま

さ

に
L

と
い

う

凵

本
語

を

ど

う

い

じ

く

り

ま

わ

し

て

み

て

も、
コ

そ

こ

で

は

じ

め

て
」

の

意
味
に

は

解
せ

ま

い
。

と

な

れ

ば、

初
め

か

ら
「

は

じ

め

て
」

と

訓

じ

て

し

ま

え

ば

よ

い

と
の

考
え

で

あ

る
。

こ

れ

が

認
め

ら

れ

る

の

で

あ
れ

ば
、

高

橋
和

巳
氏
も

李

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
ら
　ぼ

商
隠
の
一

方
L

に

つ

い

て

贅
言

を

費
や

さ

ず

に

す

ん

だ

は

ず
だ

。

 
今
耕
漁
不
争

〔

『

韓
非
子

』

難）

　
〔
新甲
　
も

し

耕
漁
争
は

ず

　
〔
隠〕
　
い

ま

耕
漁
争
は

ず

　
「

A
，

− ．

は

仮

定
を

表
わ

す
こ

と

が

あ

る
。

そ

れ

を

「

い

ま
」

と

訓
読
し

て

は、

誤

解
す

る

た

め

に

訓
読
し

て

い

る

よ

う

な

も
の

だ
。

そ

こ

で

定
訓
「．
い

ま
」

を

無
視
し、

あ
っ

さ

り

「

も

し
」

と

訓
読
し

た

の

で

あ

る
。

　

第
二

は、

 
〜
 
で

見

た

よ

う
な

露
骨
な

読
み

換
え

に、

さ

ら

に

加

う

る

に

不
読

字
を

以

て

す
る

場
合
で

あ

る
。

従
来
な

ら

訓
読
し

て

い

た

常
を、

訓

読
し

て

も

意
味

不

明

の

ゆ

え

に
、

訓
ま

ず
に

す

ま

す
こ

と

と

し、

置

き

字
の

ご

と

く

扱
う

わ

け

だ
。

読
み

換
え

に

も

留

意
し

つ

つ
、

数
例
を

観
察
し

て

み

よ

う
。

 
独
不

憶
念
之

乎

（

「

南
柯
太
守
伝
」

）

　
〔

新
〕

　

あ

に

憶
念
せ

ぎ
る

や

　
〔

旧
〕

　

ひ

と

り

こ

れ

を

憶
念
せ

ざ

る

や

　
「

ぴ

と

り
「

を

「

あ

に
」

と

読
み

換
え

た
の

み

な

ら

ず、
…．
之
L

を

不

読
字
と

し

て

い

る
。

そ
の
丘

日、
『

仏

硼

語
』

学
而
の

冒
頭
「

学
崩

時
習冖
之
」

を、
「

之
一

を

不
拙

覗

字

と

し

て、
｛，
学
び

て

時
に

習
ふ
一

な

ど

と

訓

読
し

て

い

た

こ ．
翫

を

想
い

起
こ

せ

ば
・

た

88

し

か

に

『

竹
田

漢
文
』

の

主

張
す

る
…

本
来

訓

読
は

翻
訳
で

あ

る

と

い

う

立

場
」

に

立

ち

返
っ

た

観
が

あ

る
。

実
際、
「

之
」

を

「

こ

れ

を
」

と

訓

読

し

て

み

て

も、

蛇

足
の

感
を

免
れ

ぬ

の

が

正

直
な

と

こ

ろ

だ
。

も

ッ

と

も、
「

ぴ

と

り
」

を

「

あ

に
」

と

読

み

換
え

て

い

る

の

は

な

か

な

か

興
味
深
い

。

な

ぜ

な

ら、
冖、
竹

田

漢
文
」 ．

の

編

修
委
員
の

一

人
で

あ

る

波
多
野
太
郎
氏

は
、

後

日
、

−

あ

に
L

を
一

現

代

語
の

こ

ニ

ア

ン

ス

か

ら

全

く

か

け

は

な

れ

た
L

訓
読
語
の

筆
頭
に

掲
げ、

排
斥
せ

ん

ば

か

り
の

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　
ヨビ

言

辞
を

弄
し

て

い

る

か

ら

で

あ

る
。

 
卿

其
勉

之

（

「

南
柯
太

守
伝
」

）

　
〔
新〕
　

卿
ね

が

は

く

は

勉
め

て

　
〔
旧〕
　

卿
そ

れ

こ

れ

を

勉
め

て

　
「

そ

れ
賦

を
「

ね

が

は

く

は
一

に

読
み

換
え、

や

は

り

一

之
」

を

不

読
字

に

し

て

い

る
。

「

其
」

を

「

ね

が

は

く

は
」

と

訓
ず

る

の

は

荒
唐

無
稽
の

よ

う
に

見
え

る

が、

「

共
」

は

期
待
・

命
令
を

表
わ

す

場
合
も

あ

る

の

で
、

解
釈
に

拘
泥

す
る

か

ぎ

り、

妥

当

を

欠

く

措
置
で

は

な
い

。

恵
欲
に

満
ち

た

試
み

だ
。

．
 
．

可

以

為
法
則
（

『

荀
子」一

勧
学
）

　
〔
新
昌

　
み

な

法

則
と

な

す
べ

し

　
〔
揖冒
　

い

つ

に

も

つ

て

法
則
と

な

す
べ

し

　

こ

れ

も

意
欲
的
な

試
み

で

あ

る
。

「．

＝

は

全

体
を
一

括
す

る

語

で

あ

る

か

ら、

「．
み

な
 

と

訓
読
し

て

し

ま

え

ぱ、

た

し

か

に

意

味
は

わ
か

り

や

す
い
。

ま

た、
コ
も

つ

て
」

が

目

本
譜

と

し

て

有
ら

ず
も

が

な

で

あ

る

こ

と
は
一

読
し

て

明

ら
か

だ

ろ

う。

と

す
れ

ば
、

省
く

に

如
く

は

な

し

と

い

う

わ
け

だ
Q
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以

五

百

歳
為
春
（

『

荘
子
』

逍

遥
遊
）

　
〔

新〕
　
五

百

歳
を

春
と

し

　
〔

旧
〕

　

五

百

歳
を

も
つ

て

春
と

な

し

　

 
と

同

じ

く

「

以
」

を

不
読

字
と

し、
「

為
」

も

「

な

す
」

と

訓
ま

ず
、

単
に

サ

変
動
詞
「

す
」

と

し

て

訓
読
し

て

い

る。

こ

の

 
で

も、
「

も
つ

て
」

が

日

本
語
と

し

て

は

要
ら

ざ

る

語
で

あ

る

こ

と

は
一

目

瞭
然
だ。

も
っ

と

も
、

 
で

「

為
」

を

「

な

す
」

と

訓
ん

で

い

る

の

と

照
ら

し

合
わ

せ

れ

ば、
　一

貫
性
を

欠
く
の

で

は

な

い

か

と

の

疑

問
が

生

じ

る

だ

ろ

う
。

い

っ

た

い

「

為
」

は

「

な

す
」

と

訓
む

の

か

「

す
」

と

訓
む
の

か
、

と
。

し

か

し、

同
一

の

字
に

対
し

て

能
う

る

か

ぎ

り

同
じ

訓

み

を

当

て

よ

う
と

す
る

従
来
の

訓
読
へ

の

異
議
と

考
え

れ

ば、

こ

れ

も
一

応
は

納
得

の

ゆ

く

食
い

違
い

で

あ

る
。

要
す

る

に
、

そ
の

時
そ
の

場
の

文
脈
に

合
わ

せ

て

柔
軟

に

訓
じ

て

い

く

の

が

『

竹
田

漢
文
』

の

基
本
方

針
だ

。

　

第
三

に

観
察
し

て

お

く
べ

き
は

使
役
の

訓
み

方
で

あ

る。

一

つ

だ

け

例
を

示
せ

ば

十

分
だ

ろ

う
。

 
令
生

降
車
輦
拝
（

「

南
柯
太
守
伝
」

）

　
〔
新〕
　
生

に

車
輦
を

降
り

拝
せ

し

む

　
〔

旧
〕

　
生

を

し

て

車
輦
を

降
り

拝
せ

し

む

　

御
覧
の

と

お

り、

従
来
の

訓

読
で

あ

れ

ば

機
械
的
に

使
役
の

対
象
に

付
け

る

「

〜

を

し

て
」

を

用
い

ず、

代
わ

り

に

「

〜
に
」

だ

け

で

す

ま

し

て

い

る
。

使
役
助
動
詞

「

し
む
」

さ

え

あ

れ

ば
、

使
役
の

意
味
の

表
出
は

十
全
で

あ

る

か

ら、
「

〜
を

し

て
」

は

お

役
御
免
と
い

う
わ

け

だ
。

な

る

ほ

ど

合
理

的
な

処
置
で

は

あ

る
。

（
漢
文

訓

読
n
欠
陥
翻
訳
〉

論
へ
の

反
論

古
田

島
洋

介

　

さ

て
、

最
後
の

第
四

は

再
読
文
字
の

訓
み

方
で

あ

る
。

と

は

い

え、

右
の

 
を

見

た

と

た

ん、

た

だ

ち

に

『

竹
田

漢
文
』

の

再
読
文
字
に

関
す
る

措
置
を

察
知

し

た

向

き

も

あ

る

に

違
い

な
い

。

実
は、

か

つ

て

使
役
動
詞

「

使
」

は、
「

〜
（

を）

し

て
」

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　　
ロ　

を

初
読
と

し、
「

…

（

せ
）

し

む
」

を

再
読
と

す

る

再
読
文

字
で

あ
っ

た
。

そ

の

初

読
「

〜
（

を
）

し

て
」

が

省
か

れ
、

再
読
「

…
（

せ
）

し

む
」

の

み

が

残
っ

て

い

る

と

な

れ

ば、

事
の

成
り

行
き

と

し

て
、

他
の

再
読
文
字
に

つ

い

て

も、

初
読
が

省
か

れ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

予
想
が

つ

く

は

ず
だ

。

果
た

し

て

然
り、
『

竹
田

漢
文
』

は

文

脈
か

ら

見

て

不

要
と

判
断
す

れ

ば、

訓
読
の

花
形
と

称
す
べ

き

再
読
文

字
に

も

遠
慮
な

く

斬
り

捨
て

御
免
の

措
置
を

講
じ

て

い

る
。

 
将
徙
於
南
冥
（

『

荘
子
』

逍
遥
遊
）

　
〔
新〕
　
南
冥
に

ゆ

か

ん

と

す

　
〔
旧〕
　
ま

さ

に

南
冥
に

う
つ

ら

ん

と

す

　
「

う
つ

ら

ん

と

す
」

を

「

ゆ

か

ん

と

す
」

と

読
み

換
え

て

も

い

る

が
、

こ

こ

で

の

要

点
は

再
読
文
字
の

初
読
「

ま
さ

に
」

の

省
略
で

あ

る
。

従
来
の

訓
読
は

近
未
来
を

表
わ

す

「

将
」

を

「

ま

さ

に

〜
せ

ん

と

す
」

と

訓
じ

て

い

る

も

の

の
、

考
え

て

み

れ

ば、

近
未
来
の

表
現

は

「

〜
せ

ん

と

す
」

だ

け
で

も

日

本

語
と

し

て

十
分
に

可
能
で

あ

る
。

解
釈
に

関

す
る

か

ぎ
り、

た

し

か

に

初
読
「

ま

さ

に
」

は

無
用
の

言

だ
。

 
未
数
数
然
也

（

『

荘
子
』

逍
遥

遊）

　
〔
新〕
　

数
数
然
た

ら

ず

　
〔

旧〕
　
い

ま

だ

数
数
然
た

ら

ず

「

未
」

に

は、

未
完
了

「

ま

だ

〜
し

て

い

な

い
」

の

意
と

単
な

る

否

定
「

〜
し

な89
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明
星
大
学
研
究
紀

要

【
日

本

文

化
学
部
・
ほ

語

文

化
学
科
】

第
七

弓

　一
九

九
九

単

い．一

の

意
と
が

あ

る
。

前
者
な

ら

ば

従

来
の

訓
読
「

い

ま

だ

〜
せ

ず
」

の

不

当

な

ら

ざ

る

を

覚

璽
勺

。

け

れ

ど

も、

磐
は

、
不
L

よ

り

も

意
味
合
い

の

弱
い

否

定

襲

環

に

す

ぎ

ず、
一
い

ま

だ

〜

せ

ず
輪

と

訓

ん

で

し

ま

う
と
、

訓
読

と

解
釈

の

不
冖

致

が

生

じ

る
。

し

た

が

ッ

て、

童−
な

る

否

定
の

場
ム
ロ

は
一
い

ま

だ
一

を

省
く

の

が

妥

当

な

処
置

だ

ー
ー

こ

れ

が

『

竹
田

漢
文
」

の

塑、
て
、
法

つ

と
こ

ろ

で

あ

ろ

う。

翻
訳
と

し

て

通

用

す

る

訓
読

を

目

指
す
以

E、

至

当

な

手
さ

ば

き

だ

と

言

わ

ざ

る

を

得
ま
い

。

 
宜
安
心

莫

懼
〔

『

続
玄

怪
録
』）

　
〔
新〕
　
心

を

安
ん

じ

懼
る

る

こ

と

な

か

る

べ

し

　
〔

旧
〕
　
よ

ろ

し

く

心

を

安

ん

じ

懼
る

る

こ

と

な

か

る

べ

し

 
応

照
離
人

粧
鏡
臺
（
コ

春
江

花
月

夜
し

　
〔
新〕
　

離
人
の

粧
鏡
臺
を

照

ら

す
べ

し

　
〔
瞶〕
　
ま

さ

に

離
人
の

粧
鏡
臺
を

照
ら

す
べ

し

　

問
題
の

性
質
が

共

通
す

る

の

で、

右

の

二

例
は

ま

と

め

て．
小

し

た
。

要

す
る

に、

「

宜
」

も
「

応
［

も

「

〜
す
べ

き

だ
・

〆

〜

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

の

意
で

あ

る

か

ら
、

意
味
の

表
出

に

は

園
し
L

さ

え

あ

れ

ば

事
足

り

る

の

で

あ

細
・

無
用

の

贅
言

と

な

れ

ば、

コ

よ

ろ

し

く
L

だ

の

「

ま

さ

に

一

だ

の

は

省
い

て

し

ま

う
の

が

合
理

的

だ

ろ

う
。

せ
っ

が

く

覚
え

た

再賄
碗

文
ウ

†

の

初
読
が

邪
魔瀞
右

柵岨
い

さ

れ

る

の

は

忍

び

が

た

い

と

感
じ

る

向
き

も

少

な

く

あ

る

ま
い
。

し

か

し
、

解
釈
に

焦
点
を

絞
り

、

翻
訳

−、
」

し

て

通

期
す

る

訓
読
を

志
向
す
れ

ば、

こ

れ

が

必

然
と

し

て

導
き

出

さ

れ

る

結
果

な
の

で

あ

る
。

　

以
「

エ

、
『

竹
田

漢
文
』

の

へ

訓
読

改
良
論ゾ

を

実

例

に

即

し

て

観
察
し

て

み

た
。

わ

ず
か

な

例
を

対

象
に

し

た

だ

け

の

粗
略
な

観
察
な

が

ら

も、

お

お

よ

そ

の

実
態
は

御
理

解
い

た

だ

け

た

か

と

思

う。

go

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

「

　

ま

ず、

事
実
と

し

て

確
認

す
べ

き

は、
『

竹
田

漢

文
』

の

訓
読
が

伝

統

的
な

訓

読

の

〈

刑
工

▽

を

破
壊
す

る

性
質
の

も

の

で

あ

る

と

い

う
二

と

だ
。

な

に

し

ろ
宀

儿酬
訓

を

用…

い

る

と

は

限
ら

ず、

ふ

つ

う

な

ら

訓
む

は

ず
の

字
も

農
き

字
扱
い

し、

使

役
の

「

〜

を

し

て
」

は

省

く

は
、

再
読
文
字
の

初
読
は

切

り

捨
て

る

は

で
、

安
心

し

て

頼
れ

る

ハ

型
〉

が

な

い
。

む

ろ

ん、

そ

れ

こ

そ

が

『

竹

田

漢
文
』

の

主

張

す

る

く

訓

読
改
良

論
V

の

必

然

な
の

だ

ろ

う。

し

か

し、

私
に．．＝
障

わ

せ

れ

ば
、

こ

れ

は

実

は

ハ

訓
読
改

良

論
V

ど

こ

ろ

か
、

〈

訓

読
抹
殺
論
V

な

の

で

あ

る
。

　
〈

漢
文

訓
読
に

記
憶
術
V

論
の

立

場
か

ら

見

れ

ば、
『

竹
田

漢
文
』

の

訓
読

は、

と

う

て

い

訓

読
と

言
え

る

代
物
で

は

な

い
。

原
文

の

記
憶
に

ま
4、
た

く

役
に

立

た

な
い

か

ら

だ
。

 
の

訓
読
「

…

と
い

ふ
」

か

ら

原
文
の

「．
為
」

字
を

再

生

す

る

の

は

骨
が

折
れ

る
。

 
の

「

〜
た

り
」

か

ら

「

是
…

宇
を

連
想
す
る

凵

本

人

は
い

な
い

だ

ろ

う。

 
の

よ

う
に

「

つ

い

で
」

と

訓
読
す

れ

ば、

原

文
は

「

尋
」

く

ら

い

か

と

思

う

の

が

ふ

つ
、
，

の

感
覚
だ。

不

読
掌
の

記
憶
が

困

難
な

こ

と

は晶．、
n

う

ま
で

も

あ

る

ま
い

。

使

役

の

「
〜
を

し

て
一

を

「

〜
に
」

で

す

ま

し
て

し

ま

う

と、

使
役
の

対
象
で

あ

る

こ

と

が

明

示

さ

れ

な

い

た

め、

場
合

に

よ

っ

て

は

「

〜
に
一

が

講
詞
句

や

間

捜
目

的

語

の

よ

う

に

感
じ

ら

れ

る

紛
ら

わ

し

さ

が

生

じ

る

だ

ろ

う
。

特
に

原

文
の

記

憶

に

と
一．

て

不

利
な
の

は、

再
読
文
字
の

処
理

で

あ

る
。

時
と

し

て、

文

脈

か

ら

判
断

し

た

結

果、

単

独
の

動
詞
に

「

〜
せ

ん

と

す．」

と

送

り

仮
名
を

付
け

る

場

面

が

あ

り

得
る

こ

と

を

想
え

ば、

 
の

よ

う
に

＝
よ

さ

に
」

を

省
い

て

し

ま

う

と、

原

文

に

、

将
L

が

あ

る

の

か

ど

う
か

記

憶
で

き

な
い

。

同

様
に
、

 
の

よ

う
に

「

い

ま

だ
」

を

切

り

捨

て

て

し

ま

う

と、

原
文
が

冖

不
L

な

の

か

「

未
」

な

の

か、

さ

っ

ぱ

り

わ
か

ら

な

く

な

る
。

圧

巻

は

 
 
で、
「
宜
 

も
「．
応
一

も

「
べ

し
」

の

み

を

用

い

て

訓
む

と

な

れ

ば、

た

と

え

「

べ

し
」

と

訓
読

し

て

も、

原
文
が

．

宣
」

な

の

か

−

応
L

な
の

か
、

は

た

ま

た

「−
可
】

な

の

か
、

ま
っ

た

く

記
憶
で

き

な

く

な
っ

て

し

ま

う。

要
す
る

に、

ハ
漢
文
訓
読
11

記
櫁
悶

術
〉

論
か

ら

見

れ

ば、
「

竹

田
描
汰

文
』

は、

あ

れ

こ

れ

工

夫

を

凝
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ら

し

て

み

て

は

い

る

も
の

の、

何
の

た

め

に

訓
読
し

て

い

る

の

か

わ

か

ら

ぬ

徒
労
の

産
物
と

い

う
こ

と

に

な

る
。

　

も

ち
ろ

ん、
『

竹
田

漢
文
』

は

翻
訳
と

し

て

の

訓
読
を

目

指
し

て

い

る

の

だ

か

ら、

も

と

も

と

原
文
を

記
憶
す
る

た

め
の

便
宜
を

図

る

気
は

毛
頭
な
い

わ

け
で
、

右
の

よ

う

な

批
判
に

は

何
ら

痛
痒
を

感
じ

な

い

だ

ろ

う
。

旧

来
の

訓
読
の

〈

型
〉

を

破
る

こ

と

を

辞
さ

ず、

翻
訳
と

し

て

通
用

す

る

訓
読
を

大

胆
に

実
現
し

て

み

せ

た

点
で
、

『

竹
田

漢
文
』

が

高
い

評
価
を

得
べ

き

意
欲
的
な

試
み

で

あ

る

こ

と

は

た

し

か

で

あ

る
。

　

し

か

し、

こ

こ

に

ど

う
し

て

も

見

逃
せ

ぬ

事
実
が

あ

る
。

そ

れ

は、

『

竹
田

漢
文
』

の

試
み

が

引
き

継
が

れ

る

こ

と

な

く、

一

時
の

孤
立

し

た

〈

訓
読
改
良
論
〉

の

ま

ま

立

ち
消
え

に

な
っ

て

し

ま

っ

た

と

い

う

事
実
で

あ

る
。

翻
訳
と

し

て

通

用
す
る

訓
読

が

復
活
し

た

と

な

れ

ば、

少
な

く

と

も
一

部
の

漢
文
関
係
者
が

快
哉
を

叫
び、

た

だ

ち

に

跡
を

継
い

で

も

よ

さ

そ

う

な

も
の

だ

が、

私
の

知
る

か

ぎ

り、

そ

の

よ

う

な

例

は

見
当

た

ら

な

い
。

な

ぜ、

こ

れ

ほ

ど

明

確
な

主

張
を

持
ち、

合
理

的
な

実
践
結
果

を

呈
示

し

て

み

せ

た

〈

訓
読
改
良
論
〉

が

ま
っ

た

く

支

持
さ

れ

る

こ

と

な

く、

漢
文

訓
読

史
を

彩
る
一

点
の

試
み

に

終
わ
っ

て

し

ま
っ

た
の

だ

ろ

う
か

。

　

た

ぶ

ん、

最
も

大

き

な

理

由

は、

漢
文
教
師
た

ち

の

惰
性
で

あ

ろ

う
。

ど

の

よ

う

な

文
脈
で

あ

れ、

と

に

か

ぐ

「

俄
而
」

は

「

に

は

か

に

し

て
」 、

「

今
」

は

「

い

ま
」 、

「

独
」

は

「

ひ

と

り
」 、
「

以
」

は

「

も

つ

て
」

と

訓
じ

て

は

ば

か

ら

ず、

使
役
と

来

れ

ば

「

〜
を

し
て

…

せ

し

む
」 、
「

宜
V
」

と

来
れ

ば

「

よ

ろ

し

く

〜
（

す
）

べ

し
」

と、

何
と

か

の
一

つ

覚
え

の

ご

と

く

機
械
的
に

訓
読
し

て

き

た
一

般
の

漢
文
教
師
に

と
っ

て、
『

竹
田

漢
文
』

の

試
み

は

あ

ま

り

に

衝
撃
的
だ
っ

た

は

ず
だ
。

な

に

し

ろ、

「

未
V
」

と

あ
っ

て

も
、

た

だ

ち
に

「

い

ま

だ

〜
（

せ
）

ず
」

と

訓
む
わ

け

に

ゆ

か

ず、

慎
重

に

文
脈
を

検
討
し

て、

や

は

り

「

い

ま

だ

〜
（

せ
）

ず
」

で

よ

い

の

か
、

単
な

る

否
定

と

解
し

て

「

〜
（

せ
）

ず
」

と

訓
読
す
べ

き

な

の

か、

そ

の

時
々

で

判

ハ

漢
文

訓
読・・
欠

陥
翻

訳
〉

論
へ

の

反
論

古

田

島
洋
介

断
せ

ざ

る

を

得

な

い

か

ら

だ。

こ

れ

は

荷
が

重
い

。

い

や、

そ

の

よ

う

な

苦
労
に

想

い

到
ウ

て

忌
避
し

た

と

あ

れ

ば
、

な

か

な

か

高
級
な

部
類
に

属

す

る

か

も

し

れ

な

い
。

「

宜

V
」

や

ら

「

応
V
」

や

ら

を

「

よ

ろ

し

く

〜
（

す）

ぺ

し
」

「

ま

さ

に

〜
（

す
）

べ

し
」

と

読
み

分
け

て

み

せ

る

こ

と

こ

そ

漢
文

教
師
の

本
領
だ

と

信
じ
て

い

た

よ

う

な

向
き

は、

教
え

る

こ

と

が

な

く

な

っ

て

し

ま

う

と

慌
て

た

の

が

偽
ら

ざ

る

と

こ

ろ

だ

っ

た

の

で

は

な

い

か
。

「

宜
V
」

と

「

応
V
」

を

読
み

分
け

な

い

の

で

は、

訓
読

の

訓
読
た

る

ゆ

え

ん

が

な

く

な
っ

て

し

ま

う、

と
つ

ぶ

や

い

た

教
師
が

少
な

く

な

か

っ

た

こ

と

と

推
測
す
る

。

　

ま

た、

右
に

も

劣
ら

ず
大

き

な

理

由
は、

教
育
的
見

地

か

ら
の

拒
否
で

あ
っ

た

二

と

だ

ろ

う。

も

し、
『

竹
田

漢
文
』

で

勉
強
し

た

生

徒
た

ち
が

大
学
入
学
試
験
を

受

け

た

と

き、

慎
重

に

文
脈
を

検
討
し

て、

た

と

え

ば

 
の

ご

と

く

「

其
」

を

「

ね

が

は

く

は
」 、

 
の

よ

う
に

コ
」

を

「

み

な
」

と

訓
じ
た

り

し

た

ら、

ど

う
な
る

か
。

『

竹
田

漢
文
』

が

未
だ

広
く
一

般
の

支
持
を

取
り

付
け
て

い

な

い

以

上、
一ー
ア〕
れ

は

解

釈
で

あ
っ

て、

訓

読
で

は

な
い

L

と、

認

め

ら

れ

な

い

の

が

ふ

つ

う

だ

ろ

う。

少
な

く

と

も、

認

め

ら

れ

な
い

可

能
性
が

大
き

い

と
の

危
惧
は

拭
い

が

た

い
。

し

か

も、

「

未
」

と

あ

れ

ば

機
械
的
に

「

い

ま

だ

〜
（
せ
）

ず
」

と

訓
読

し

て

事
足

れ

り

ど

す

ま

し

て

い

る

怠
け
者
よ

り

も、

上

下
の

文
脈
に

何
度
も

検
討

を

加

え
、

苦
心

の

あ

げ

く

「

未
」

を

単
に

「

ず
」

と

訓
ん

だ

真
面
目

な

生

徒
の

ほ

う

が

不

利
に

な

る

危
険
性

が亠
咼

い

と

な

れ

ば
、

何
を

か

言
わ

ん

や

で

あ

る
。

こ

の

よ

う
な

事
態
を

喜
ん

で

招
き

入

れ

る

教
師
は

い

ま

い
。

　

要
す
る

に、

教
師
に

と
っ

て、

自
身
の

立

場
を

考
え

て

み

て

も、

生
徒
の

立

場
を

思
い

や
っ

て

み

て

も、
『

竹
田

漢
文
』

は

と

う
て

い

受
け

入

れ

が

た

い

教
科
書
で

あ

り
、

　
＝＝
口

以

て

之

を

蔽
え

ば、

あ

ま

り

に

急
進
的
な

試
み

だ
っ

た

の

だ。

　

も
っ

と

も、

急

進
的
と

言

う

と、

な

に

や

ら

保
守
的
な

手

合
い

が

こ

ぞ

っ

て

『

竹

田

漢
文
』

を

つ

ま

は

じ

き
に

し

た

か

の

よ

う

だ

が
、

実
は

然

ら

ず。

私
見

に

よ

れ

ば、
91
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明
星
大・冖．
7

研

究

紀

要
内

H
本
文
化
学
部

二
爵

語
文
化
学
科
】

第
七

号

　、
九
九
九

年

『

竹
田

漢
文
』

に

は、

や

は

り

跡
を

継
ぐ

者

を

失
う

だ

け
の

理

出
が

あ
っ

た

の

だ
。

そ

れ

は、

教
師
に

と
ッ

て

不

都
合

で

あ
っ

た

と

か
、

牛
徒
が

試
験
で

不
利
に

な

る

と

か

い

う、

あ

ま

り

に

現
実
的
な

理

由
だ

け

に

と

ど

ま

ら

な
い
。

関
係
者
が

意
識
し

て

い

た

に

せ

よ

意
識
し

て

い

な

か

っ

た

に

せ

よ
、

さ

ら

に

高
度
が

理

由
が

存
在
し
て

い

た

も

の

と

考
え

る
。

　

第
一

に
、

過
去
の

訓
読

と

の

断
絶
で

あ

る
。

た

と

え

ば

 
〜
 
の

よ

う

に

再
読
文

字
の

初
読
を

消
し

て

し

ま
っ

た

場
合、

先
人

の

再

読
文
宇
に

関
す

る

訓
読

が

理

解
で

き

な

く

な

り、

ま

た、

先
人

が

再

読
文

字
を

用
い

て

綴
っ

た

訓
読
体
の

文
章
も

理

解

で

き

な

く

な
っ

て

し

ま

う。

む

ろ

ん、

そ

れ

は

そ
の

ま

ま、

再
読
文
字
の

初
読
が

付

け

ら

れ

て

い

た

過

去
の

例
と

し

て

理

解
す
れ

ば

よ

い

と

い

う

の

が

「

竹
田

漢
文
』

の

立

場
な

の

だ

ろ

う
。

し

か

し
、

そ

れ

は

再

読
文
字
の

二

度
に

わ

た

る

訓
み

方

を

承

知

し

て

い

て
、

な

お

か

つ

初
読
が

解
釈
に

は

無
関

係
で

あ

る

と
い

う

事
実

を

認

識
し

て

い

れ

ば
こ

そ
の

話
で

あ

り、

の

っ

け

か

ら

初
読
を

省
い

た

方
式
で

学
ん

だ

者
が

と

ま

ど

う

事
態
は

避
け

ら

れ

ま

い
。

結
局、
「、
竹
田

漢
文
』

の

伝
で

行
け

ば
、

　
一
度
に

わ

た
っ

て

訓
読
す

る

文
字
に

つ

い

て

は、

す
べ

て
一

過

去
に

お

い

て

は

ハ

再

読
文
字
〉

と

い

う

も
の

が

あ

り
」

云

々

の

説
明
が

必

要
と

な

る。

と

な

れ

ば、

と

に

か

く

従
来

の

方
式
ど

お

り、
一
度
に

わ

た

っ

て

訓

じ

て

お

き、

そ
二

に

…

冉
読
文
字
の

初
読
に

は

実
質
的
な

意
味
が

乏

し

い

一

云

々

の

説
明

を

付
け

る

の

と

κ

卜
歩
賞

歩
と

い

う
こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
。

そ

し

て、

両
者
を

比
べ

た

場
合、

後
者
の

ほ

う

が

過
去
の

訓
読
と

の

連

続
性
を

保
っ

て

い

る

だ

け
に
、

か

え
っ

て

合

理

的
だ

と
の

結
論
が

出
て

も

不

思

議
は

あ

る

ま

い
。

つ

ま

り、

過
去

と

の

連

続
性
と

い

う

文
化

的
観

点
か

ら

見
て、

『

竹
田

漢
文
』

の

訓
読
方
式
は、

と

う

て

い

承
認

し

が

た

い

の

で

あ

る
。

　

第
二
｝
に、
『

竹
田

漢
文
』

に

従
っ

て
粥

71

ん

だ

場
合、

習
っ

て

い

な

い

漢
文

に

出
く

わ

し

た

と

き、

発

音

予
段
が

な

く

な

る

と

い

う、

き

わ

め

て

不

都
合
な

事
態
が

予

想

さ

れ
ワ
如

。

従
来
の

訓

読

で

あ

れ

ば、
「．
之
」

を

見
た

と

き、

前

後
の

文

脈
か

ら、

連

92

体
修
飾
関
係
や

主

述

関

係

を

作
る

「．
の

」

な

の

か
、

動
詞

「

ゆ

く
」

な

の

か

を

判
断

し、

い

ず

れ

で

も

な

け
れ

ば、

な

に

や

ら

意
味
が

わ
か

ら

な

く

と

も、

と

り

あ

え

ず

「

こ

れ
」

と

発
 

日

し

て

先
へ

進
む

こ

と

が

可

能
16

あ

る
。

む

ろ

ん、

こ

れ

は

『

竹

田

漢
文
』

の

許
す

と

こ

ろ

で

は

な

く、

明

確
に

代

名

詞
で

あ

れ

ば
［
こ

れ．一

と

訓
−
・
〕、

特
に

指
示
す

る

対

象
が

な

く、

単
に

音
節
を

整
え

る

た

め

の

字
の

よ

う
な

場

合

で

あ

れ

ば
、

訓
読

せ

ず
に

す

ま

せ
、

置
き

字
の

よ

う
に

扱
う
二

と

に

な

る
。

つ

ま

る

と
こ

ろ、

徹
底
的

に

文
脈
を

検

討
し

て

結
払

繝

を

得

る

ま
で

は
「

之
」

字
が

発

音

で

き

な
い

わ

け

だ
。

二

れ

は

学

習
者
に

重

大

な

障
害
を

も

た

ら

す

だ

ろ

う．

考
え
て

み

れ

ば

簡

W

早

な

こ

と

だ
。

田

拠

在、

我
々

が
、

発
点

ロ

が

悪
い

だ

の
、

ム

ム

話
が

で

き

な

い

だ
の
、

ま

る

で

十
九
世
紀
の

よ

う
な

言

葉
遣
い

だ

の

と

け

な

さ

れ

つ

つ

も、

と

に

か

く

英

語
の

勉
強
を

続
け

て

い

ら

れ

る

の

は、

抂
が

り

な

り

に

も、

そ

れ

ら

し

き

発

音

を

し

て

英

文

が

読
め

る

か

ら

で

あ

り
、

意
味
が

わ

か

ら

ぬ

難
解

な

英
文

を

読
解
し
よ

う

と

の

気

に

な
る

の

も、

と

り

あ

え

ず
発

音
で

き

る

か

ら

で

は

な
い

の

か
。

こ

れ

は
言
口

語
学
習

に

と

っ

て、

無
視
し

が

た

い

段

階
で

あ

ろ

う
。

と

こ

ろ

が
、

『

竹
閏

漢
文
』

の

方

法

で

未
知

の

漢
文

に

取

り

組

も

う

と

す
る

と、
　…

字
一

句
の

意
味
を
正

確
に

考
え

て

か

ら

で

な

け

れ

ば

発
音
す

ら

で

き

ず、

遅
々

と

し

て

前
に

進
め

ぬ

こ

と

に

な

る
。

も

し

『

竹
出

漢
文
』

が

、

ハ

未
〉

と

あ

れ

ば、

ま

ず
は

A

い

ま

だ

〜
（

せ
）

ず
〉

と

訓
読
し

て

お

き、

そ

れ

か

ら

単
に

〈

〜
ず
〉

と

訓

じ

る

べ

き

が

を

考
え

れ

ば

よ

い
一

と

主

張

す
る

の

で

あ

れ

ば、

従
来
の

訓

読
と

ま
っ

た

く

同

じ

作
業

と

な

り、

そ

の

存
在

を

自

ら

否

定

す

る
厂〕
と

に

な

る
。

こ

の

よ

う

な

実
際

的
な

理

由
か

ら

も、
『

竹
田

漢
文
』

は

拒
否

さ

れ

て

然
る

べ

き

な

の

で

あ
る
。

　

結
論・
宀一
し

て、
『

竹
田

漢
文
」…

は

文

化

的
な

理

出
か

ら

も

実
際
的
な

理

由
か

ら

も

承
認

し

が

た

い

試
み

で

あ

る
。

先

に

こ

れ

を

急
進
的

と

形
容
し

た

が、

急

進

的

な

存

在
に

し

ば

し

ば

見
ら

れ

る

破
壊
的

な

性
質
乙

そ

『

竹

田

漢
文
』

の

本

質
で

あ

り
、

そ

の

破
壊

の

対ん
冢

が

過
去
の

訓
読

の

み

な

ら

ず、

現
甕
の

学

習

に

ま
で

及

び、

未
来
に
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対
し

て

も

禍
根
を

残
す

と

な

れ

ば、

後
続
の

試
み

を

得
る

こ

と

な

く

孤
立

の

憂
き

目

に

遭
っ

た
の

も

宜
な

る
か

な

で

あ

ろ

う
。

　

た

だ

し
、

だ

か

ら

と

い

っ

て
、

『

竹
田

漢
文
』

が

ま
っ

た

く

無
駄
な

試
み

で

あ
っ

た

と

言
う
つ

も

り

は

毫
も

な
い

。

惰
性
の

ま

ま

に

訓

読
を

続
け

て

い

た

向
き

に

は、

従
来
の

訓
読
に

実
は

翻
訳
と

し

て

通
用
し

な

い

部
分
が

あ

る

と
い

う
こ

と

を

具
体
的

に

呈
示
し

て

み

せ

た

点
で

、

大

き

な

警
鐘
と

な
っ

た

は

ず

だ
。

ま

た、
〈

漢
文

訓
読

11

欠
陥
翻
訳
〉

論
に

立

ち、

解
釈
と
一

致
し

な

い

訓
読
を

例
示

し

て

く
れ

た

『

竹
田

漢
文
』

は、
〈

漢
文
訓
読
11

記
憶
術
〉

論
に

と
っ

て

き
わ

め

て

貴
重
な

資
料
で

あ

る
。

む
ろ

ん
、

一

つ

は、

旧

来
の

漢
文

訓
読
が

必

ず
し

も

翻
訳
で

は

な

い

と
い

う
事
実
を

明
ら

か

に

し

て
、

A

漢
文
訓
読
臣

記
憶
術
〉

論
の

基

盤
を

築
く
べ

く

手

助
け

し

て

く

れ

た

点
で

あ

り、

も

う
一

つ

は、

ど

の

字
の

訓
読
が

翻
訳
と

し

て

通
用
し

な
い

か、

つ

ま
り

裏
を

返

せ

ば
、

ど

の

字
の

訓
読
が

記
憶
術
と

し

て

用
い

ら

れ

て

い

る

か

を
、

具
体
例
に

即
し

て

指
摘
し

て

み

せ

て

く

れ

た

点
で

あ

る
。

『

竹
田

漢
文
』

の

編
修
者

た

ち
は

予

想
だ

に

し

な

か

っ

た

ろ

う
が
、

そ

の

試
み

は

二

重
の

意
味
で

く

漢
文
訓
読

h
記
憶
術
V

論
に

助
け
の

手
を

差

し

伸
べ

て

く

れ

る

も
の

な
の

だ
。

　
『

竹
田

漢
文
』

は、

訓
読
の

素
人

た

る

高
等
学
校
の

生

徒
用
の

教
科
書
と

い

う

よ

う

な

位
置
に

お

さ

ま

る

性
質
の

も

の

で

は

な

か

っ

た
。

教
師
用

の

勉

学
書
と

し

て

こ

そ
、

ま

た、

訓

読
と

は

何
か

を

考
え

る

研

究
者
の

た

め

の

参
考
書
と

し

て

こ

そ、

は

じ

め

て

重

要
な

意
義
を

持
つ

試
み

で

あ
っ

た
。

一

言
以

て

之

を

要

す
れ

ば、

玄
人
の

た

め

の

勉
強
道
旦
ハ

だ
っ

た
の

で

あ

る
。

四

　
『

中
村
書
』

の

巻

末
〔

付
篇
一
〕

に

「

漢
文

読
解
に

あ

た

っ

て

の

合
理
主

義
的
解

釈
」

と

題
す

る

短
文
が

あ

る

（

三

五
一

〜
三

五

五

頁
）

。

そ

の
一

文

に

よ

れ

ば、
　　

〈
漢
文

訓
読
11
欠
陥
翻
訳
〉

論
へ
の

反

論

古
田

島
洋
介

般
に

シ

ナ

入

の

言
語
表
現
と

思

惟
は

非
論
理

的
だ

と

言
わ

れ

る

が、

そ
れ

は

「

日

本

に

お

け
る
、

古
来
の

返
点、

送

り

仮
名、

に

よ

る

読
み

方、

あ

る

い

は

漢
文

の

書
き

下
し

な

る

も

の

が

シ

ナ

人

の

思

惟
の

理

解
の

た

め

に

不

十
分

で

あ
る
」

（
三

五
一

頁
）

の

も
一

因
で

は

な

い

か

と

い

う
。

そ

こ

で

『

中
村
書
』

は、

書
き

下

し

文

お

よ

び

訓

読
に

数
種
の

工

夫

を

加

え

る

こ

と

に

し

た

の

だ
っ

た
。

以

下、

適
当

に

要
約
し
つ

つ
、

そ

の

工

夫
に

つ

い

て

検
討
し

て

み

よ

う。

　
ま

ず
書
き

下

し

文

に

つ

い

て
、

『

中
村
書
』

は

次
の

よ

う

な

二

つ

の

工

夫
を

試

み

て

い

る。
（

ア
）

　
主

格
の

語
に

助
詞

「

は
」

ま

た

は

「

が
」

を

補

う
。

（

イ
）

　
格
語
尾

と

時
制
を

送
り

仮
名
と

し

て

丁

寧
に

補
う

。

　
（

ア
）

は

も
っ

と

も

な

措
置

で

あ

る
。

〈

従
来
の

訓
読
で

は
一

般
に

主

格
の

語
に

助

詞
を
つ

け

な

い

た

め
、

書
き

下
し
た

と

き、

主
語
と

目

的
語
が

ど
こ

で

分
か

れ

る

の

か

理

解
し
づ

ら

く
、

誤
解
す

る

危
険
性
が

あ

る
〉

（
三

五

二

頁
）

と

い

う
の

が

『

中

村
書
』

の

主

張
だ

。

た

し

か

に

「

柳
下

恵
為
士

師
」

（

『

論
語
』

微
子
）

を

「

柳
下

恵

士

師
と

為
る
」

と

書
き

下
す

と
、

「

柳
下

恵
士

師
」

の

語
構
成
が

わ

か

り
づ

ら

く、

ど
こ

で

切
っ

て

よ

い

の

か
、

ま

た

は

切

ら

ず
に

「

柳
下
恵
士

師
」

で
一

語
な

の

か、

読
み

手
は

い

さ

さ

か

ま

ご

つ

く

だ

ろ

う
。

も

ち
ろ

ん、

主
語
の

下

に

空
格
を

設
け
て

「

柳
下

恵

　
士

師
と

為
る
」

と

し

た

り、

読
点
を

加

え

て

「

柳
下

恵、

士

師
と

為
る
」

と

し

た

り、

中
国

式
に

固
有
名
詞
符
号
を

加
え

て

「

柳
下
恵
士

師
と

為
る

」

と

し
た

り

す

れ

ば、

語
構
成
は

明
瞭
と

な

る
。

し

か

し
、

た

と

え

ば

助
詞

「

は
」

を

加
え
て

「

柳
下
恵
は

士

師
と

為
る

」

と

し

て

し

ま

う

の

が、

最
も

簡

明
な

措
置
で

あ

る

こ

と

は

否
定
で

き

な

い
。

何
か

と

空
格
が

あ
っ

た

り、

や

た

ら

に

読
点
が

着
い

た

り、

線

引
き

の

手

間
が

か

か

っ

た

り

す
る

の

で

は、

煩
わ

し
い

だ

け

で

あ

ろ

う
。
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明

星

大
学
研

究

紀

要

育
本
文
化
学
部

二

亘
講・
又

化
学
科
】

第
ヒ

号

．
　
し

LL

一
F

齟
丿
」
ノ

，’
壬

　

け

れ

ど

も、

な

ぜ

古
人

が

こ

の

よ

う
な

訓
読
を

続
け

て

は

ば

か

ら

な

か

っ

た
の

か

は、

考
え

て

お

く

必

要
が

あ

る。

山
人

と

て
、

主
語
と

日冖
的
語
の

切

れ

墜

が

は
っ

き

り

し

な
い

の

で

は、

や

は

り

不

便
で

あ

っ

た

は

ず
だ

か

ら

だ
。

と

は

い

え、

こ

れ

は

論
ず

る

に

値
す

る

問

題
か

ど

う
か
、

い

さ

さ

か

疑
わ

し

い

か

も

し

れ

な
い

。

な

ぜ

な

ら、

そ

も

そ

も

書
き

下

し

文
な

ぞ
、

訓
読
に

基
づ

く

漢
文
学
習
に

お

い

て

は

復
文

の

練
習
道

具
に

す
ぎ

ず、

決

し

て

解
釈
用
の

呈

示

形
態
で

は

な
か

ッ

た

か

ら

だ
。

　
「

柳
ド
恵
為
上

師一
と

あ

れ

ば、
一

柳
ド

恵

士

師
と

為
る
」

と
一

瞬
の

停
頓

を

置

い

て

訓
読
し
、

そ

れ

を

暗
誦
す

る

こ

と

に

よ

っ

て

脳

裏
に

蓄
え

ら

れ

た

痔
列
す

な

わ

ち

聴
覚
記
憶
と、

目

に

残
る

字
面

す

な

わ

ち

視
覚
記

憶
か

ら、

原
文
「

柳
下

恵
為
十

師
」

を

復
原
し

て

み

せ

る

の

が

古
人

の

勉
強
法
で

あ
っ

た
。

主

語
の

下
に

停
頓
を

入

れ

て

記
憶
し

た

訓
読
「

柳
下

恵
　
↓

、

師
と

為
る．」

を

ど

の

よ

う

に

表
記

す
る

か

な

ど、

ほ

と

ん

ど

関
心
の

埒
外

に

あ
っ

た

に

違
い

な

い
。

端
的
に
二、．口
え

ば、

漢
文

訓
読
は
、

も

と

も

と

書
き

下

し

文
な

ど

予
想
し

て

い

な

い

の

で

あ

る
。

　

い

わ

ゆ

る

管
倒
の

問
題

を

想

い

起
こ

し

て

み

れ

ば、

い

か

に

書
き

下

し

文
が

解
釈

用

の

呈

示
形
態
と

し

て

大

き

な

欠
陥
を

抱
え

て

い

る

か

が

わ

か

る

だ

ろ

う
。

た

と

え

ば、
「

君
子

は

訂

に

訥
に

し

て
、

行
に

敏
な

ら

ん

と

欲
す
」

（

「

論
語
』

里

仁
）

は

ど

　

　

　

　

　

　
　

　へ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　も

う

か
。
「
君
子

欲
訥
於、．
面

而

敏
於
行
」

つ

ま
り

「

欲
」

が

「

訥
」

「．
敏
」

の

両

者
を

支

　

　

　

　

　

　

　

　

も
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　サ
　

　へ

配

す

る

の

か、

「

君
子

訥

於
…．
口

而

欲
敏
於
行
｝

つ

ま

り

「

欲
」

が
一

敏
」

だ

け

を

攴

配
す

る

の

か、

書
き

ド

し

文
の

み

で

は

判
断
で

き

な
い

。

原

文

「

君
子

欲
訥

於
言

尚

敏
於
行
」

が

脳
裏
に

存
在
し

て

こ

そ、

始
め

て

正

確
な

意
味
が

理

解
で

き

る

の

で

あ

る
。

要
す

る

に、

原

文

な

く

し

て

書
き

ド

し

文
な

し
。

書
き

下
し

文

と

は、

そ

れ

ほ

ど

頼
り

な

い

存
在
で

あ

り、

せ

い

ぜ
い

大

ま

か

な

理

解
に

資
す

る

に

す
ぎ

な

い
。

誤

解
を

恐

れ

ず
に

言、
凡

ば、

書
き

ド
し

文

な

ぞ、

漢
字
の

羅
列
に

耐
え

ら

れ

な

い

婦

女

章

幼
の

た

め

の

呈
示

形

態
な

の

で

あ

る
。

　

む

ろ

ん、

こ

こ

で
、

大

学
の

入

学
試
験
で

は

漢
文

を

書
き

下

す

能
力

が

問
わ
れ

る

94

で

は

な

い

か、

や

は

参

書
き

下

し

文

に

そ

れ

な

り

の

意
義

が

あ

る

か

ら

で

は

な
い

か
、

と

の

声
が

挙
が

る

だ

ろ

う。

け

れ

ど
幌
。

、

大

学
入

試
で

書
き

下

し

文

が

出

題
さ

れ

る

の

は
、

返
り

点
に

従
っ

て

訓
み

の

順
序
を

正

確
に

た

ど

れ

る

か

を

試
す

た

め

だ
。

ま

た、

書
き

ド

し

文
を

す
べ

て

平
仮
名
で

書
か

せ

る

問
題

が

好
ま

れ

る

の

は
、

漢
字
の

訓

み

に

つ

い

て

ご

ま

か

し

を

防

ぐ

た

め

で

あ

る。

副
詞

「

立
」

の

訓
み
が

わ
か

ら

な

く

と

も、

ど

う
せ

副
詞
な

ら

「
に
」

で

も

送
り

仮
名
に

付
け
て

お

け

ば

よ

い

だ

ろ

う

と
の

算
段
で

「

立

に
」

と

記

さ

れ

る

と、

採
点

者

は

容
易

に

減
点

で

き

な

い
。

け

れ

ど

も、

す
べ

て

平

仮
名
で

書
く
こ

と

に

す

る

と
、

「

た

ち

ど

こ

ろ

に
」

と

訓
め

な

け

れ

ば、

減
点
さ

れ

る

こ

と

に

な

る
。

訓
み

の

順

序
の

確
認

と、

訓
み

そ

の

も

の

の

潅

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
で

認
ー
…
−

書
き

下

し

文

と

は
、

せ

い

ぜ
い

こ

の

程
度
の

役

割
し
か

担
う
こ

と
が

で

き

な

い

も
の

な

の

で

あ

る
。

　

唯
 
、

古
入
が

書
き

下
し

文

を

用
い

た

の

は、

先
に

も

述
べ

た

よ

う
に、

復

文

練

習

の

道

具
と

し

て

で

あ

る
。

復

文

練
習

と

は、

書
き

下

し

文
を

原
文

に

復
す
る

作

業

で

あ

り、

た

と

え

ば
痴

圦

の

よ

う

な

も

の

で

あ
っ

た。

明
治
二

十
七

年、

征
清
の

軍

興
り
、

清
国

大

に

敗
る
。

明
年、

清
国

使

を

遣
し

て、

和
を

請
ひ
、

戦
を

弭
め、

台
湾
を

以

て

我

に

帰
せ

し

む
。

是
よ

り

全

島
我

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
ほ　

が

版
図−．」
為
り

ぬ
。

［
原

文一．一
十

七
宀
竺

　

時
代
の

雰

囲
気
を

伝
え

る

内
容
だ

が、

末

尾
の

指
示
に

従
っ

て

三

十

七

字

の

原

文

を

正

確
に

再

生

す

る

の

が

復
文
練
習
で

あ

る
。

要

す

る

に
、

こ

れ

は

占

典

中

國

語

の

統
語
構
造
を

習
得

す

る

た

め

の

練
習
で

あ

り、

目

的
は

あ

く

ま

で

原
文

「

明

治
二

十

七

年、

征
清
軍
興、

清
岡

大

敗。

明
年、

清
国

遣
使、

請
和
弭
戦、

以

台

湾
帰

我。

白
冒
疋

全．
島
為
我
版
図
」

の

復
原
に

あ
っ

た
。

　

か

つ

ボ

＼

L

石

の

ご

と

き
41H

き

ト

し

文
の

性
質
に

つ

い

て

理

解
を

怠

り、

煮
口

き

ド
し
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文
で

呈
示

し

た

ほ

う
が

わ

か

り

や

す

か

ろ

う
と

の

軽
率
な

判
断
で
、

漢
文
の

教
科
書

に

書
き
下

し

文

が

豊

富
に

採
り

入
れ

ら

れ

た

こ

と

が

あ
っ

た
。

し

か

し、

長

続
き

は

し

な

か
っ

た
。

な

ぜ

な

ら、
「

書
き

下
し

文
に

し

て

し

ま

う

と

…

…

か

え

っ

て

わ

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
り　

り

に

く

く

な
っ

て

し

ま

う
」

か

ら

で

あ

る
。

　

書
き

下
し

文
を

解
釈
用
の

呈

示

形
態
と

し
、

そ

れ

を

わ

か

り

や

す

く

し

よ

う
と

す

る

『

中
村
書
』

の

工

夫
に

は

自
ず
か

ら

限
界
が

あ

る
。

せ

め

て

管
倒
に

関
す
る

工

夫

を

見

せ

て

く

れ

な

け

れ

ば
、

こ

れ

で

わ

か

り

や

す
い

は

ず

だ

と

言
わ

れ

て

も、

今
一

つ

信
用
が

置
け
な

い
。

あ

り

て

い

に

言
っ

て
、

書
き

下

し

文
に

工

夫
を

加
え

る

暇
が

あ

る

な

ら

ば、

原
文
を

添
え

て

く

れ

た

ほ

う

が、

は

る

か

に

わ

か

り

や

す

く

な

る

の

で

あ

る
。

　

次
に

（
イ
）

で

あ

る

が、
『

中
村
書
』

は

具
体
例
を

挙
げ
て

い

な

い

の

で、
「

格
語

尾
」

が

何
を

意
味
す
る

の

か

今
一

つ

理

解
し

づ

ら

い

が
、

お

そ

ら

く

は

動
詞
の

活
用

語
尾

の

類
を

指
し

て

い

る

も

の

と

推
察
す

る
。

「

き

た

る
」

に

つ

い

て、

「

来
る
」

と

　

　

　

　

　
へ

せ

ず、
「

来
た

り
」

（

二

三

〇
頁
）

と

し

て

い

る

の

が
、

そ

の

種
の

工

夫
の
一

端
な
の

で

あ

ろ

う
。

た

し

か

に
、

訓
読
に

慣
れ

て

い

な

け

れ

ば、
「

来
る

」

を

「

く

る
」

と

読
ん

で

し

ま

う

可
能
性
が

高
い

し、
「

来
り
」

で

は
一

瞬
と

ま

ど

う
か

も

し

れ

な
い

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
り

「

い

に

し

え
」

に

つ

い

て、

た

だ

「

古
」

と

放
置
せ

ず、
「

古
え
」

（

二

九
〇
頁
）

と

し

て

い

る

の

も

同
様
の

例
だ

ろ

う。

こ

れ

は

発

音
の

明
確
化
を

図
る

点
で

穏
当

な

措

置

で

あ

り、

送
り

仮
名
が

小

う

る

さ

い

印
象
さ

え

与
え

な

け

れ

ば、

全

面
的
に

賛
成

で

き

る
。

け

れ

ど

も、
「

時
制
を

送
り

仮
名
と

し

て

丁

寧
に

補
う
」

と

な

る

と、

い

さ

さ

か

疑
問
だ

。

な

ぜ

な

ら、

日

本
語

に

時
制
が

あ

る
の

か

と

い

う

問
題
は

さ

て

お

く

と

し

て

も、

実
際
に

は

煩
雑
き

わ

ま

り

な

く
、

と

う

て

い

実
現
不

可
能
だ

か

ら

だ
。

事
実

、

『

中
村
書
』

は

「

子

曰

〈

吾
嘗
終
日

不
食、

終
夜
不
寝、

以

思、

無
益

。

不

如
学
也
＞

」

（

『

論
語
』

衛
霊
公
）

を

次
の

よ

う
に

訓

読
し

て

す
ま

せ

て

い

る
。

子

曰

く、

わ

れ

嘗
て

終
日

食
せ

ず、

終
夜
寝
ね

ず、

ぶ

に

如
か

ざ

る

な

り
。

（

一

二

四

頁）

以
て

思

う、

益

無
し
。

学

　
こ

れ

が

「

時
制
を

送
り

仮
名
と

し

て

丁

寧
に

補
」

っ

た

結
果
と

は、

と

う

て

い

思

え

な

い
。

比

較
す
る

た

め

に、

あ

る

英
訳
を
の

ぞ

い

て

み

る

と、

次
の

よ

う

に

な
っ

て

い

る
。

→
7
Φ

三
ロ
ω

8
円

の

巴
ρ
．

【

o
コ

8
ω

℃
Φ

巨
帥
口

α
帥
く

9
冒

匹
コ
αq

芝
詳
ゴ
o

畧
母

匹
ロ
oq

臨

oo

瓜

p
コ
」

帥

＝

昌

茜
7
叶

9
ぎ
『一
ロ
槻

≦
肆
け
〇

三
σqo

ヨ
αq

δ
σ
Φ

9
げ

三
【
噛

o
属
コ
ロ

9
卑
一

ゆq
巴
昌
Φ

O

昌
o

葺
ぎ
αqgo

「
 

呼
o
ヨ゚
同
け

≦
〇

三
〇

コ
鋤

く
Φ

σ
Φ

 

⇒

σ
 

＃

霞

ま
『

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
ロ　

ヨ
Φ

8
げ
餌

く
o

の

℃
Φ
＝
叶

け

7
Φ

江

B
 

ぎ

δ
印
「

ロ一
コ
αq鹽．

　

過
去

時
制
が

連
な

り、

最
後
は

仮
定

法
が

飛

び

出
す。

時
制
と

は

こ

の

よ

う

な

も

の

だ
。

と

こ

ろ

が、

時
制
を

丁

寧
に

補
っ

た

は

ず
の

『

中
村
書
』

の

訓
読
は、

紀
元

前
五

百

年
前
後
に

生

き

た

孔
子

が

言
っ

て

も

「

曰

く
」

、

そ

の

孔

子

が

「
嘗
て
」

と

言
っ

て

い

て

も、

「

食
せ

ず
」

「

寝
ね

ず
」

「

思
う
」

「

無
し

」

だ
。

ど

こ

に

時
制
が

あ

る

と

い

う
の

だ

ろ

う

か
。

こ

の

よ

う

な

例
を

目

に

し

た

だ

け

で

も、
「

時

制
を
」

云

々

の

言
を

ま

と

も

に

受
け

取
る

気
が

し

な

く

な
っ

て

し

ま

う。

　

次
に

『

中
村
書
』

は、

い

く
つ

か

の

語

に

つ

い

て

従
来
の

訓
読
に

反
対
し、

〈

フ

ラ

ン

ス

の

シ

ナ

学
者
ス

タ

ニ

ス

ラ

ス

・

ジ

ュ

リ

ア

ン

ω
什

鋤

皀
ω

置
の

一

ロ

＝
Φ

コ、

ポ

ー

ル

・

ド

ミ

エ

ヴ
ィ

ユ

「
四

巳
O
Φ

日
菰
〈

≡
 

な

ど

の

語
法

研
究
に

従
っ

て

新
た

な

読
み

方
を

工

夫
し

た
〉

（

三

五

二

頁
）

と

言
う

。

そ

の

な

か

か

ら、

あ

ま

り

見
か

け

な
い

語
法

や

漢
訳
仏
曲ハ
に

特
有
か

と

思

わ

れ

る

語
法
を

除
き、

一

般
の

漢
文

に

頻
出
す
る

語
に

つ

い

て

だ

け

『

中
村
書
』

の

所
説

を

要
約
し

て

み

れ

ば、

左
の

よ

う

に

な

る
。
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胴

星

起
学

研
究

紀、
要

【

日

本
文
化
学

都

二．一口
語
文
化
学

科
M

第
七

弓
　
一
几
九
九

年

艦 幽
L一　 コ 占　 　 　 コ

を 響鯉　 o

　 葬督

（
　 　 r

−．，（

オ ー
コ ェ ウ

） 　： 　 L ＿t ）

．
r に 　

一
1

も

し
L．

と

読
む

o

に 一
「

−
1 取

た を

め
’

に 場
L−．ム
　 u

と に

読 よ

ま コ
  ま
場 1］

合 療
に L：

よ 山

つ 謡
　 れ

て む

は
゜

　

や

は

り

順
番

に

吟
味
を

加

え

て

い

く
こ

と
に

し

よ

う。

　

ま

ず
（

ウ
）

で

あ

る

が
、

「

以
」

「．
用
」

−

将
L

「

取
 

を

時
と

し

て

「

…

を
」

と

読

む

措
置
は、

さ

し

て

驚
く

に

値
し

な

い
。

正

直
な
と

こ

ろ、

フ

ラ

ン

ス

の

シ

ナ

学
者

の

名
前
を

並
べ

る

ま

で

も

な

く、

現
代
中

国

語
の

初
等
文
法
書
が

あ

れ

ば

す

む
程
度

の

話
で

あ

る
。

な

ぜ

な

ら、

こ

れ

ら

の

語

が

現

代
中
国
語
で

例
の

処
置
式
の

「

把
」

に

相
当
す
る

場
合
さ

え

念
頭
に

あ

れ

ば
、

「
…

を
」

と

訳
せ

る

こ

と

な

ど

常
識
中
の

常
識
だ

か

ら

だ。

要
す

る

に
、

『

中

村
書
』

の

提
唱
す

る

「

…

を
一

と

い

う

読
み

は

翻
訳
な

の

で

あ
る
。

念
の

た

め、

次
の

よ

う
な

例
を

見

て

お

こ

う
。

　
　
へ

孔
子

以

其
兄

之

了

妻
之。
（

『

論
語
』

先
進）

〔
訓

読〕
　
孔
子

　
其
の

兄

の

子

を

以
て

之
に

妻
は

す。

　
　

　

　

　

　

　
　
　

モ

〔
現

代
中
国
語
訳〕
　

孔
子

把
他
哥
哥
的

女

児

嫁
給
他

。

　
　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　
め
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　ハ
めゴ　

〔

口

本
語
訳〕
　
孔
子

は

そ

の

兄

さ

ん

の

お

嬢
さ

ん

を

め

あ

わ

せ

ら
れ

た
。

　
「

以
」

が、

現

代

中
国
語
訳

で

は

「

把
」

と

な

り、

日

本
童

叩

訳
で

は

「

を
巳

と

な

っ

て

い

る

あ

り

さ

ま

が
．

目

瞭
然
か

と

思

う。
「

其
の

兄
の

子

を

以

て
｝

と

せ

ず、

単
に

一

其
の

兄
の

チ

を
」

と

読
む
の

は
、

あ

く

ま

で

翻
訳
な

の

だ
。

　
〔

こ

に

つ

い

て

も、
『

中
村
書
』

の

室

張
は

（
ウ
）

と

ま
一、

た

く

同
様
で
、

要

す

る

に

「・
：

に
」

と

訳

す
こ

と

の

で

き

る

「

為
」

は
、

「

た

め

に
」

と

訓
読
せ

ず、

の

っ

け

か

ら

−
…

に
」

と

訳
し

て

し

ま

お

う
と

言
っ

て

い

る

に

す

ぎ

な

い
。

こ

の

96

「、
為
」

は

現

代
中
国
語
の

「

給
」

に

相
当
す
る

用
法

で、

た

と

え

ば

〈

虎

に

翼

を

つ

け
る

〉

す

な

わ

ち

悪
人

の

勢
い

を

助

長
す
る

意
の

四

字
成
語
「

為
虎
博
翼
」

な

ど

が

そ

の

例
だ

。

へ為
虎

傅
翼
〔

『

逸

周
書
』

竊
繖
／
『

韓
非
予
』

難
勢
）

　
　

　

　

　

　セ
　
　

へ

〔

訓
読〕
　
虎
の

為
に

翼
を

傅
く
。

　
　

　

　

　

　

　

も

〔

現

代
中
国

語

訳ロ
　

給
老
虎
添
上

翅
膀。

　
　

　

　

　

　

　
へ

　
　

　
　

　
　

　
いイ

〔

凵

本
語
訳〕
　
虎

に

翼
を

つ

け
る
。

　
（

オ
）

も

同

じ

で

あ

る
。

従
来
は、
「

如
使
」

が

仮
定
の

辞

で

あ
る

こ

と

を

承
知
し

つ

つ

も、

あ

た

か

も
「
使
」

は

使
役
で

あ

る

か

の

よ

う

に、
「

も

し

〜

を

し

て

…

せ

し

め

ば
」

と

訓
読
す

る

習

慣
だ

。

し

か

し
、

単
な

る

仮
定
を、

仮
定
と

使

役

が

組
み

合
わ

さ

っ

て

い

る

か

の

ご

と

く

訓
読

す
る

の

は

不

合

理

で

紛
ら

わ

し

い

と

な

れ

ば、

な

る

ほ

ど

「

如
使
」

二

字
で

「

も

し
」

と

読
ん

で

し

ま

う
ほ

う
が

自
然
と

言

え

ば

自

然

だ

ろ

う
。

ど

の

よ

う

な

点

で

自
然
な

の

か
。

「

も

し
」

と

読
ん

で

お

け
ば

す

ん

な

り

意
味
が

通

じ

る

と

い

う

点

で
、

つ

ま

り

翻
訳
に

な

っ

て

い

る

と

い

う

点

で

自
然

な

の

で

あ

る
。

『

中
村
書
』

は

手
短
か

に

「．
〈

如
使
〉

は

〈

も

し
〉

」

（

三

五

五

頁
）

と

記

す

だ

け

な

の

で、

他
書
に

よ

る

同

趣

旨
の

解
説

を

の

ぞ

い

て

み

る

こ

と

に

し

よ

う
。

た

と

え

ば、

乾
．

夫

氏
も
こ

の

種
の

自
然

を

重

ん

じ、

そ
の

著
『

漢
文
入

門
』

に

左

の

よ

う

に

記
し

て

い

る
。

「

使
」

・
：

を

用
い

て

仮
定
形
を

表
わ

す
こ

と
が

あ

る
。

「

も

し

…

…

（

な

ら）

ば、

…

…
」

と

読
み、
「

も

し

…

…

な

ら

ぼ・
…
−

だ
」

と

訳

す
。

た

だ
、

二・
−

の

文

字
に

つ

い

て

は
、

仮
定
形
の

場
合
で

も、

従
来
は

〈

使
役
〉

の

形

と

区

別
せ

ず

「

…
…

を

し

て

：

；

：

せ

し

む
」

型
に

読
ん

で

い

る

か

ら、

解
釈
す

る

と

き

に

注
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讙
　　含
　　蔭
　　輩

　　窪
つ

ま
り

、

「

…

…

さ

せ

る
」

と

訳
し

て

は
い

け

な

そ

し

て
、
「
使
」

に

「

如
」

が

加
わ
っ

た

「

如
使
」

に

つ

い

て

は、

如
使
…

…

〔
読
み

方〕

　
も
シ

A
（

ナ

ラ
）

バ

B
。

〔

訳〕
　
　

も

し

A
な

ら

ば
B
で

あ

る
。

と、
『

中
村
書
』

と

ま
っ

た

く

同
一

の

訓
法

を

採
用

し、

次
の

よ

う

に

例
文
を

示

す。

如
使
予
欲
富、

辞
十
万

而
受
万

。

（

『

孟
子
』

公

孫
丑

〈

下
〉
）

　

　

　
　

も

〔
訓
読〕
　

如
使
し

予

富
を

欲
せ

ば
、

十
万

を

辞
し

て

万
を

受
け

ん

や
。

〔
翻
訳〕
　
も

し

私
が

富
を

ほ

し

が

っ

て

い

る

な

ら

ば、

卜
万
鍾
の

禄
を

こ

と

わ

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　
　
ロ　

　

　

　
　

っ

て、
　一

万
鍾
の

禄
を

取
ろ

う
か
。

　
訓
読
と

翻

訳
が

「

も

し
」

で
一

致
し

て

い

る
。

乾
氏
は

意
識
し

て

い

な

か
っ

た

か

も

し

れ

な
い

が、

右
の

よ

う

な

記
述
が

『

中
村
書
』

の

趣
旨
を

代
弁
し

て

い

る

こ

と

は

間
違
い

あ

る

ま

い
。

　
以
上、
（

ア
）

〜
（

オ
）

の

ご

と

き

訓
読
の

工

夫
を

示

し

た

後、
『

中

村
書
』

は

「

こ

の

方
法

で

漢
文
の

書
き

下
し

を

行
な

う
と、

古
い

漢
文
の

書
き

下
し

が

い

く

ら

か

解
り

や

す

く

な

る

と

思

う
」

（

三

五

五

頁
）

と

述
べ

て

い

る。

な

る

ほ

ど、

翻
訳

そ

の

も

の

の

訓
読
の

ほ

う

が、

必
ず
し

も

翻
訳
に

は

非
ざ

る

訓
読
よ

り

「

い

く

ら

か

解
り

や

す
」

い

の

は

当
然
の

話
だ

ろ

う
。

　
し

か

し
、

言
う

ま

で

も

な

く、
〈

漢
文
訓
読
腔

記
憶
術
〉

論
の

立

場
か

ら

見
れ

ば、

『

中
村
書
』

の

工

夫

は、

正

当

な

措
置
の

よ

う

に

見
え

て
、

実
は

大

い

に

不

当

な

性

〈

漢
文

訓

読
11
欠
陥
翻
訳
〉

論
へ
の

反

論

古
田

島
洋
介

質
の

も

の

で

あ

る
。

　
（

ア
）

の

主
格
の

語
の

明
示、

お

よ

び

（

イ
）

の

格
語
尾

の

明

示

に

関
す

る

工

夫

に

は、
　一

応
は

賛
成
で

き

る
。

主
格
の

語
を

明

示
す
べ

く

「

は
」

や

「

が
」

を

補
う

と、

訓
読
の

口

調
の

力

強
さ

が

失
わ

れ

て

し

ま
い
、

ま

た、

訓

読

に

多
少

と

も

慣

れ

て

い

れ

ば、

格
語
尾
を

そ

れ

ほ

ど

丁

寧
に

明

示

し

て

も

ら

わ

な

く

て

も、

さ

し

て

不

便
で

は

な

く、

そ

も

そ

も

書
き

下
し

文

と

い

う
呈
示

形
態
そ

の

も

の

の

弱
点

が

解
消

さ

れ

る

わ

け

で

は

な

い

が
。

　

け

れ

ど

も、
〈

漢
文
訓
読
11
記
憶
術
〉

論
に

拠
っ

て

立

つ

以

L
、

（

イ）

の

時
制
の

問
題
か

ら

（

オ
）

ま

で

の

工

夫

に

は、

と

う
て

い

賛
成
で

き

な
い
。

時

制
を

送
り

仮

名

で

丁

寧
に

示
そ

う
と

す

る

と、

や

た

ら

に

送
り

仮
名
が

多
く

な

り、

訓
読
文
の

語

数
が

増
え

る

だ

け、

記

憶
に

は

不

利
に

な

る
。

伝
統
的
な

訓
読
が
、

活
用

語

を
一

見

ぶ

っ

き

ら

ぼ

う

に

訓
ん

で

す

ま

せ、

過
去

だ

の

完
了

だ

の

に

逐
一

か

か

ず

り

あ

わ

な

い

の

は、

ひ

と

え

に

簡
潔
性
を

保
つ

こ

と

に

よ
っ

て

記
憶
の

負
担
を

減
ら

す
た

め

だ。

し

か

も、

日

本
語
の

助
動
詞
で

ど
こ

ま

で

時
制
を

忠
実
に

表

現
で

き
る

も

の

か
、

い

さ

さ

か

疑
わ

し

い

話
で

あ

る
。

現

に

『

論
語
』

衛
霊

公
の
一

節
を

引
用

し

て

観
察
し

た

よ

う

に、
『

中
村
書
』

は

「

時
制
を

送
り

仮
名

と
し

て

丁

寧
に

補
う
」

措

置
を

忠

実
に

実
行
し

て

い

る

わ

け
で

は

な

い
。

こ

れ

は、

失
念
し

た

と

い

う
よ

り

も、

実
行

し

た

い

と
思

っ

て

も

実
行
し

あ

ぐ

ね、

ど

の

み

ち

有
名
な

『

論
語
』

な
の

だ

か

ら
、

と

妥
協
し

た

結
果
な

の

で

は

あ

る

ま

い

か
。

　
（

ウ）

の

「

以
」

「

用
」

「

将
」

「

取
」

は、
「

も
つ

て
」

「

と

り

て
」

な

ど

と

訓
読
し

て

こ

そ

始
め

て

記
憶
で

き

る

文
字
で

あ

る。

単
に

「

…

を
」

と

訓
じ

た

の

で

は、

ど

の

文
字
が

用
い

ら

れ

て

い

る

の

か
、

ま
っ

た

く

記
憶
で

き

な
い

。

む

ろ

ん、

聴
覚
に

「

も

つ

て
」

と

記
憶
し

た

だ

け

で

は

「

以
」

「

用
」

「

将
」

の

い

ず
れ

か

わ

か

ら

ず、

視
覚
に

焼
き

付
け

た

文
字
を

記
憶
に

再

生

し

て、

ど

の

文

字
で

あ
っ

た

か

を

確
定
す

る

必
要
が

生
じ

る
。

し

か

し、

た

だ

「

…

を
」

と

記
憶
す

る

よ

り

も、
「

も
つ

て
」97
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明
星
大

学
研

究

紀
要
【

旨

本
文
化
学
部

二、口
語
之

化
学
科
】

第
七

場

　一
九
九

九
年

と

訓

ん

で

記

憶
し

て

お

く

ほ

う

が

原
文

の

文

字
の

復
原
に

と

っ

て

は

る

か

に

有
利
な

こ

と

は

論
を

俟
た

な

い

で

あ

ろ

う
。

　

（

エ

）

も

同
様
だ

。

単

に

「

…

に
「一

と

記
億
す

る

と、

／2」
の

字
が

そ

こ

に

あ
っ

た

の

か

わ

か

ら

ず、

も
っ

ぱ

ら

視
覚
記
憶
に

頼
っ

て

「

為
」

字
を

復
原
す

る

こ

と

に

な

ろ
三

り
。

こ

れ

は

き

わ

め

て

危
う
い

話
で

あ

る
。

　

（

オ
）

も

や

は

り

同

じ

で

あ

る
。

た

し

か

に、

仮
定
形
な

の

に
、

い

か

に

も

使
役

形
で

あ

る

か

の

よ

う

な

訓
読
を

す
る

の

は、

解
釈
・

翻
訳
と
い

う

視
点
か

ら

見

れ

ば
、

紛
ら

わ

し

い

措
置
以

外
の

何
物
で

も

な

い
。

し

か

し、
「

も

し
」

と

訓

読
し

て

記
憶

し

て

も、
「

如
」

の
一

字
で

あ

っ

た

の

か、
「

如
使
」

の

二

字
で

あ

っ

た

の

か
、

確
定

す

る

よ

す

が

が

な

く、

原
文

の

復
原
に

と
っ

て

不

都
合
で

あ

る
。

こ

れ

を

「

も

し

〜

を

し

て・
：

せ

し

め

ば
｝

と

訓

読
し

て

お

け

ば
、

「

も

し
」

か

ら

「

如
」

を、
「

〜
を

し

て

…

せ

し

め

ば
」

か

ら
、，

使
L

を

再
生

し

や

す
い

だ

ろ

う。

実
際
に

は、

−

も

し
」

一．
〜
を

し

て

…

せ

し

め

ば
L

か

ら

た

だ

ち

に

「

如
」

や

「

使
」

が

再

生

さ

れ

る

わ

け

で

は

な

く
、

や、
は

り

視
覚
記
憶
を

動
員
し

て、

そ

れ

ぞ

れ

「

着．」

や

「

令
」

と

弁
別

す

る

必、
要
が

生

じ

る

が
。

　
『

中

村
書
』

の

訓
法
を

拒
否
す

る

右
以

外
の

理

由
は、

第
三

節
の

『

竹
田

漢
文
』

に

対
す

る

批
判
・

評
価
と

ま
っ

た

く

同
…

で

あ

る

か

ら
、

こ

こ

で

は

繰
り

返

さ

な
い

。

過
去
の

訓
読
と

の

断
絶
と

い

う
文

化
的
な

欠
点、

未
知
の

漢
文
を

発

音
で

き

な

い

不

便
と
い

う

実
際
ト

の

欠

点
は、

や

は

り

『

中
村
書
』

の

欠

点
で

も

あ

る
。

『

中
村
書
』

は．
同

ら

の

訓

法

に

つ

い

て

「

こ

ん

な

よ

み

方
を

し

た

ら

入

学
試
験
に

は

落
第
す

る

に

決
ま
っ

て

い

る
。

し

か

し

わ

た

く

し

は

自
分
の

よ

み

方
の

ほ

う

が

正

し

い

と

考
え

る
」

（

三

五
一

ー、
二

五

二

頁）

と亠．
口

う

が
、

そ

れ

は

あ

く

ま

で

〈

漢
文
訓

読
11
欠
陥

翻
訳
〉

論
に

拠
る

へ

訓
読
改

良
論
〉

の

立

場

か

ら

見
た

場
合
の

話
に

す
ぎ

ず
、

そ

も

そ

も

出
発

点
た

る

ハ

漢
文
訓

読
レ

欠
陥
翻
訳
〉

論
が

悶
違
い

で

あ

れ

ば、

ま
っ

た

く

通
用
し

な

く

な
っ

て

し

ま

う

底
の

も

の

で

あ

る
。

然
り、
『

中
村
書
』

の

訓
法
も、

98

『

竹
田

漢
文
』

の

訓
法

と

同
じ

く、

入

学
試
験

で

通
湘
し

な
い

こ

と

は

お

ろ

か、

文

化
上

も

実
際−

ヒh
も

通
用

し

な
い

。

端
的
に

言
っ

て、

あ

れ
こ

れ

匚

夫

を

ほ

ど

こ

す

余

裕
が

あ
っ

た

の

な

ら

ば、

な

ぜ

現
代
日

本
語
訳
を

示
し

て

く

れ

な
か

っ

た

の

か、

不

思

議
で

仕
方
が

な
い

。

卑
見

に

よ

れ

ば、

記

憶
術
と

し

て

の

原

理

を

前

提
と

せ

ぬ

訓

読

は
、

訓
読
に

非
ず

。

な

ま

じ
い

に

工

夫
を

加
え

て

翻
訳
と

し

て

も

通

用
す

る

川
読

な

ぞ

目

指
し

て

み

せ

た

ら、

た

だ

ち

に

「

そ

れ

な

ら、

な

ぜ

現

代
口

語
に

よ

る

翻

訳

を

呈

示

し

て

く

れ

な
い

の

か
。

古

語
を

用
い

て

い

る

以

上、

従
来

の

訓
読
と

五

十

歩

爵

歩、

半
ば

好

古
趣
味
の

翻

訳
に

す

ぎ

な

い

の

で

は

な

い

か
」

と

批

判
さ

れ

る

の

が

目

に

見
え

て

い

る

と

思

う
の

だ

が
。

　

む

ろ

ん
、

『

中
村
書
』

が、

『

竹
田

漢
文
』

と

同

様、

伝
統
的
な

訓
読
が

必

ず

し

も

翻
訳
に

非
ざ

る

こ

と

を

明
ら

か

に

し
、

ま

た

具

体
的

に

ど

の

よ

う

な

語
に

お

い

て

伝

統
的
な

訓
読
と

翻
訳
と

の

あ

い

だ

に

齟
齬
が

生

じ

る
の

か

を

示

し

て

く

れ

た

の

は、

実

に

有
り

難
い

こ

と

で

あ．
る
。

五

　

以

卜
、

『

竹
田

漢
文
』

と
「、
中
村
書
』

の

〈

訓
読
改

良
論
〉

に

つ

い

て

検
討
を

加

え

て

み

た
。

い

ず
れ

の

書
も

基
本
的
な

立

場
は
一

致

し

て

い

る

が
、

管
見
に

入
る

か

ぎ
り、

各
種
の

文

献
に

散
見
さ

れ

る

そ

の

他
の

く

訓

読

改

良
論
V

も

概
ね

似
た

よ

う

な

も

の

で、
〈

漢
文
訓
読
“

記
憶
術〉

論
の

立

場

か

ら

見

れ

ば、

す
べ

て

納
得

し

が

　

　

　

　

　

　

　

　

へ
む　

た

い

論
議
ば

か

り

で

あ

る
。

要

す
る

に
、

訓

読

が

翻
訳
で

あ
っ

た

平

安

朝
の

初
期
ご

ろ

か

ら

遠
か

ら

ぬ

時
代
で

あ

れ

ば

い

ざ

知
ら

ず、

す
で

に
，

千
年
以
上

を

隔

て

た

こ

の

期
に

及
ん

で、

現

行
の

伝
統
的
な

訓
読
に

異

議
を

唱
え

て

も
、

も

は

や

江

戸

時

代

に

お

い

て

記
憶
術
と

し

て

発

達
し

た

訓
読
の

改
良
は

望
み

薄
な

の

だ
。

我
々

は、

お

ず

お

ず
現
代
日

語
訳
で

も

付
け

な

が

ら、

能
う
る

か

ぎ

り

占

入

の

訓

読

を

継
承

し、
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次
の

世
代
へ

と

伝
え

て

い

く

し

か

な
い

の

で

あ

る
。

　

も
っ

と

も、

前
々

号

か

ら

お

読
み

い

た

だ

い

て

い

る

読
者
諸
賢
の

脳
裏
か

ら、

未

だ

根
本
的
な

疑
問
が

消
え

て

い

な

い

の

は

事
実
だ

ろ

う。

曰

く
「

〈

漢
文
訓
読
11
記

憶
術
〉

論
を

認

め

る

の

に

や

ぶ

さ

か

で

は

な

い
。

し

か

し、

漢
文
の

原
文
を

暗
記

す

る

必

要
の

な

く

な

っ

た

今
日、

我
々

は

訓
読
を

A

活
き

た
〉

文
化
と

し

て

継
承

で

き

る

の

か
。

〈

死
ん

だ
〉

遺
産
と

し

て

受
け

継
ぐ

の

が

せ

い

ぜ

い

で

は

な

い

か
。

そ

し

て、

〈

死
ん

だ
〉

遺
産
と

し

て

受
け

継
ぐ

く

ら
い

な

ら、

ま
さ

に

眼
前
の

〈

活
き

た
〉

文
化
す
な

わ

ち

現

代
中
国
語
で

発
音
し

て

読
解
を

試
み

る

の

が
、

古

典
中
国
語
の

学

習
と

し

て

正

当
で

は

な

か

ろ

う

か
。

A

漢
文
訓
読
11
記
憶
術
〉

論
こ

そ、

訓
読
を

し

て

今
凵

に

お

け

る

意
義
を

無
か

ら

し

め
、

つ

い

に

消
滅
へ

と

導
く

藪
蛇
の

邪
論
な
の

で

は

な

い

か
」

と
。

な

る

ほ

ど、
〈

漢
文

訓
読
11

記
憶
術
〉

論
を

主
張
す

る

以

上、

記
憶
術
と

し

て

の

価
値
が

な

く

な

れ

ば、

元

も

子

も

な

く

な
っ

て

し

ま

う。

そ

し

て、

漢
文
の

原
文

を

暗
記

す
る

必

要

が

な

く

な
っ

て

い

る

の

は、

何
入
も

否
定
す

る

こ

と

能
わ

ざ

る

事
実
で

あ

る
。

と

な

れ

ば、

訓
読
は

滅
び

る

し

か

な

い

よ

う
に

見

え

る

だ

ろ

う
。

い

や、

実
際、

少

な

く

と

も

学
校
教
育
の

現
場
に

お

い

て
、

も

は

や

訓
読
は

滅
び

た

も

同
然
の

状
況
に

あ

る
。

　

し

か

し、

私
見
に

よ

れ

ば、

そ

れ

こ

そ

短
見

の

典
型
で
、

暗
記
が

学
習
方
法

と

し

て

ほ

と

ん

ど

排
斥
さ

れ

て

し

ま
っ

た

現
代
に

お

い

て

も、
〈

漢
文
訓

読
11

記

憶
術
〉

論
に

拠
り
つ

つ
、

訓
読
の

存
在
理

山
を

見

出
だ

す
こ

と

は

可
能
な

の

で

あ

る
。

そ

の

根
拠
や

何
如
に

。

次

号
に

お

い

て

私
見

を

述
べ

る

こ

と

に

す
る
。

注
（
1）
　
岡

田

正

三

『

漢
文
音
読
論
」

（
政
経
書
院、

昭
和
七

年
）

、

な

お、

岡
田

氏
に

は、

漢
音
に

よ

る

音

　

　
読
の

実
践
理

論
書
と
も

称
す
べ

き

『

音
読
漢
文

自
習
書
』

（
第
一
書
房、

昭

和
十
年）
が

あ

り、

そ

　

　
の

な

か

に

次
の

よ

う
な．
記

述

が

あ

る。

音

読
を

始
め
る

に

当
つ

て・
：

…

漢
文

に

就
い

て

は

何

も

知
ら

な
い

つ

も

り
に

な
つ

て

下

さ
い。

私
が

〔
漢
音
に

よ

る

音
読

を

実
践
し

て

み

せ

た〕
『

論

語
講
義
」

の

読
者
諸
氏
か

ら

聞
い

た

言

葉
の

う
ち
に

「

反
り

読

み

が

つ

い

て

な
い

か

ら

記

憶
し

よ

う

と

思
つ

て

も

出

来
な

い

」

と

云

ふ

の

が

随
分
あ

り

ま

し

た。
そ

れ

は

反
り

読
み

で

原

文

が

読
め

て

ゐ

る

と

思
ふ

か

ら

で

す。

記
憶

す
る

な

ら

あ
の

訳
文

か

原
文
か

を

記
憶
す
べ

き

で

あ

つ

て、

反
り

読
み

で

記

憶
し

た

い

と

云

ふ

の

は
ま

だ

無
智
の

自
覚
が

な
い

の

で

す
。

（

六

八

〜
六

九
頁）

　

　

岡
田

氏
は、

読

者
の

声
を、

訓
読
文
そ
の

も

の

の

暗．
記

を

欲
し
て

い

る

か

の

よ

う
に

解

し

て

い

る

　

　
が、

お

そ

ら

く

読

者
が

言
い

た
か

っ
た
の

は、

訓
読
文
を

暗
記
し

な

け
れ

ば
原
文
が

記
憶

で

き

な
い、

　

　
と

い

う
こ

と

だ
っ

た

の

で

は

な
い

か。
岡

田

氏
の

解
釈
は
い

さ

さ
か

早

計
か

と

思
わ

れ

る。
た

だ

し、

　

右
の

一
節
は、

昭

和
初
期
に

お

い

て

も

暗
記
が

漢
文
学
習
の

骨
法

で

あ
ワ
た
こ

と

を

証
し

て

く

れ

て

　

　
い

る

点
で、

き

わ

め

て

興

味
深
い

。

（
2）
　
藤
野

岩
友
ほ

か

［
編］

高

等
学
校
司

漢
文

二
』

〔
角
川

書
店、

昭

和
四

十
九

年
）

六

七

頁

は

コ

絶

　

　
ゆ

る

期
無
け

ん
L

と

訓
読

す
る

が、

松
枝
茂
夫
［
編］
『

中
国
名

詩

選
』

下
（
岩

波

文
庵、

昭

和
六

　

　
十
一
年
）

　一
二

一
頁
な
ど

は

「
尽

く
る

期
無
か

ら

ん」
と

訓

読

し

て

い

る。
な

お、

当
面
の

議
論
と

　

　
無
関

係

な

た

め、
コ

絶
L

と

「
尽
」

の

違
い

に

つ

い

て

は＝．．口
及

を

省
く。

（
3

）

　
以

下、

 
〜
 
の

例
文
は、
「

竹
田

漢
文
』

巻

末
「
読

み

方
の

注
意
」

一
覧
表

（

五

十止
日

順）
中、

　

　
 
「
イ

フ

　
 
「

タ

リ
」

 
「

ツ

イ

デ
」

 
「
ハ

ジ

メ

テ
」

 
「

モ

シ

一
 
、

ア
尸
二

 
一
ネ

ガ
ハ

　

　
ク

2
 
「

ミ

ナ」

 
コ

ヲ

…

…

シ

L

 
「
シ

ム

」

 
一．
ス

一
 
「

ズ

」

 
 
「

ベ

シ

」

の

各

項

に

　

　
見

え

る。

（
4）
　
拙
稿
「

A

漢

文
訓
読
11
記

憶
術
〉

論

　
再
検

証」
九
＝．
頁
下

〜

九

四

頁
上

／

明
星

大
学
紀

要
一，
日

　

　
本
文

化
学
部

二．
高

語

文

化
学
科
L

第
六

号
〔
平
成

十
年
三

月）。

（
5）
　
拙
稿
「

す

で

に

し

て
h

考
（
「

比

較

文

學
研

究
」

第
六

五

号、

平
成
六
年
七

月）
お

よ

び

「
す

で

　

　
に

し

て
」

考
〔
続）
（
「

比
較
文
學

研

究
」

第
六

八

号、

平
成
八

年

四

月）。

〔
6）
　
高

橋
和

巳

氏

は

『

李
商

隠
』

〔
岩

波
書

店
《
中

国
詩

人

選
集
》 、

昭

和．
二

十一．一
年）
四

九

頁
で、

　

　
「

無
題」

詩
の

第．
二
句
「
春
蚕

到
死

絲
方

尽
」

を
．

春
蚕

　
死
に

到
り

て

絲

方
に

尽
き
」

と

訓
読

し

　

　
て
か

ら、

訓
読
と

解
釈
の

乖

離
が

気
に

な
ワ
た
の

で

あ

ろ

う、
「
方

は

ま

さ

に

と

訓
ず

る

が、

そ
の

　

　
時
に

な
っ

て

は

じ

め
て

の

意」
と

訊

…

注
を

加
え
て

い

る。

（
7）
　
鈴
木

直

治
「

中
国

語
と

漢
文

　

　
訓
読
の

原
則

と

漢
語
の

特
徴
』

（

《

中
国
語
研
究

学
習
双
書》
12、

　

　
光
生

館、
　
昭
和
五

十
年・
）

　
六亠
ハ 、
　亠
ハ

九隅
〜
七

〇

頁

を

参
照。

（
8
）

　
波
多
野
太

郎
「

漢
文
批

判
」

八

六

頁…
卜、

八

九
頁
下

〜
九
一
頁

上

／「
横
浜
大
学
論
叢」
第

四

巻

　

　

第．一一
・
四

合
併
号
（
昭

和

二

十
七

年
十
二

月）。

（
9
）

「
使
」

の

初

読
一
〜
（
を）
し

て
L

を

送
り

仮

名
に

移
し、

再

読

7．・
（
せ
）

し

む
…
の

み

を

N 工工
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明

星

大

学
研
究
紀

要
隅
日

本
文

化

学
部

二…．．目
語
文
化

学
科
】

第
七

号
　
…
九

九

九

年

　

　

使
L

の

訓
み

と

す
る

現
行

の

訓

法
が

公

式
に

決
定
さ

れ

た
の

は、

明
治
四

卜

五

年一．
万
二

＋

九

目

　

　

習
報一
第
八亠
ハ．．
0
号
に

掲
載
さ

れ

た

「

漢
文
教
授
二
関
ヌ

ル

調
査

報

告
」

に

お

い

て

で

あ

る・・

　

　

嗣

報
告
の

「
返
点

法」
注
意
第

二

お

よ

び
「
添
仮
名

法
」

第
七

の

末
尾
に、
コ
使一
の

訓
法

に

関
す

　

　

る

措
置
が

記
さ

れ

て

い

る．

（

10）
　
注
（
7）

所
掲
靄、
五

二

〜
五

三

頁．

（

11）
　

拙
稿
「

暗
記

で

き

れ

ば

ま

ず
は

よ

し
−．
ー

八

漢
文
訓
読
11
記

憶
術〉

論
の

検
証」
二

〇

四

〜
二

…

　

　
二

頁
、’
明
星
人

学
青
梅

校
舎
日

本
文
化

学
部
共

同
研

究

論
集
・
第
一
輯
『

普
遍
文

明
と

民

族
文

化

　

　
．
iI

自
語
現
象
・
造
型

表

現
・
文
明
論
の

領
域

　
　
』

2
編
集
責
任

者一

小
堀
株
一
郎
／

明
星

大

学

　

　

日

本
文
化

学
部、

平

成

十
年）

参
照

。

田

中
秀
『

漢
文

か

ら

中

国
語
へ
の

道禪
〔
永
和

語
学
社、

昭

　

　

和

五

十
六

年）
三

二
頁
も、

解
釈
を

念

頭
に

罟【
く
か

ぎ

り、

再
読
文
字

に

つ

い

て

二

度士
読

み
ほ

不

要

　

　
で

あ

る

と

説
く．．

た

だ

し、

そ

こ

に

記

さ

れ

た

「
漢
文

は

文
語

で

読

む

こ

と

に

な
っ

て

い

る

の

7，・

　

　．・
…・
繁

雑
な

二

度
訣

輒

み
を

す

る
」

と

い・
フ

説

明
は

納
濯

侍

し

が

た

い。

私
見
に

よ

れ

ば、
−

文
薀呱
で士
読

　

　

む
L

か

ら
一
繁
雄
な、一
度
読
み

を

す

る一
わ

け

で

は

な

く、

原
文

を

記
憶
す

る

た

め

に

敢
え

て

「

繁

　

　

雑
な

二

度
読

み

を

す
る
．

の

で

あ．
る。

（

12）
　

国
語

漢
文

研
究

会

門
編〕
『

中

等
学
校
教
科

書
』

巻
三

（
明
治
書

院、

明
治一．一
十
五

年
V

七

b
〜

　

　
八

a

「

復
文
例
一

則
」 。

恣

意
に

表
記
・
句
読

点
を

変
更
し
た。

（
13）

江

連

隆
『

漢
文
教
育
の

理

論
と

実
践．「
ス
大
修

聾
居、
昭

和
天

＋
九

年
二

≡．

−
二

四

頁。

　

　
引
用

文

は、
＝

四

頁
に

あ

る。

（
14）

9
ミ

§
劈

蕁

こ
鳶

§
尉‘

ぎ
矣
×
〜．
空
も
」
 

が
θ
茜

夛
耳
o°
○
【」
鶴

⊆

為
房
（u｝
首
器
゜

　

　
［

5
冫−
Φ

磊
坤
｝、
℃
「

窃
ρ

匡
o
コ

ぴq

区
o
コ

論

」甲〕
°。帥
皆

〔
15）
　〔
訓
読い

と

〔
目

本
語

訳い

は

金
谷

治
　

訳

注］
「

論
語．跏
（

岩
波
文

庫、

昭

和
三

十
八

年）
　…
四

　

　
三

頁、
〔
現

代

申
国

語

訳〕

は

毛
了

水

［
註
訳］
『

論

謡
今

註

今
訳
』

へ
台

北
・
台

湾
商
拐
印

書
館、

　

　一
九

七

五

年〉
一
六

四

頁

に

よ

る。

〔
16）
　
〔
訓

読〕

は

諸
矯
轍
次

噂

人

漢
和
辞
典
」

（
大

修

館
書
店）
「

為

虎

傅
翼

　
項、
［
現

代
中

囚

語

訳冒

　

　
嫉

h

成

語
大
辞
典
』

（
上

海
．
上

海
辞
害
出
版
社、
　「
九
八

七

年）
　一
．、

三
一
頁
左、
〔
口

本
語一
訳〕

　

　
は

拙
訳

に

ょ

る。

（
17）

乾
皿
夫

コ

漢
文

人

門
』

（
有

梢
堂、

昭

和
五

＋

三

年
）

二

〇．…、、
一…
〇
九、

二
…
0
頁・

（
18）

　
た

と

え

ば

松
枝
茂
夫
氏
は、

名

高

い

q

唐｝

孟

浩
然
「
春

暁．一
詩
の

結
旬

「

花
落
知

多
少

　
に

つ

　

　
い

て、
「
多
少
」

は

数
量

の

疑
問

詞

で

あ
h、

本
来
コ
不

知
多
少」
と

あ

る

べ

き

と

こ

ろ

だ

が、

詩

　

　
で

あ

る

た

め、

宇
数

の

関
係
で

否
定
の

「

不
一
が

省
か

れ

た
の

だ

か

ら、
、

知

多
少
」

る
一，
た

だ

ち

　

　
に

く

知

ラ

ズ

多
少

ゾ
V

…

…

と

い、n
・

ふ

う
に、

訓
読
を

も

し

す

る

な

ら

ば、

よ

ん

だ

ほ

う

が

田
し

い

　

　
し、

意
味
と

し

て
メ旧
よ・
、

通
る

は

ず

だ
L

〔
「

漠
詩
の

翻
訳
に

つ

い

て」
四
一
頁

よ

〜
巾
／
コ…．
面

語
生

　

活」
昭

和
三

十
七

年
六

月

号）
と

述
べ、

事
実、

そ

の

編
書
『

中

国
名

詩
選
L

中
（
岩

波

文

庫、

昭

100

和
五
L，
九
年〉
二

五
一
頁
で

も

当

該
句

を

、

花
落
つ

る

こ

と
知
ら

ず
多
少
ぞ
」

と

訓
読

し、

同

趣
旨

の

語
注
を

付

け

て

い

る、
し

か

し、

語

法

に

閲
す
る

説
明
は

傾
聴
に

値
す
る

も

の

の、

や

は

り

諸
読

を

解
釈
に
一
致
さ

せ
ト

で

り・”」
す

る

あ

ま
り
鉦…
佃管
を
回

目

し

た

と

し

か

言
い

よ

う
が

な
い。
禮

知
ら

ず

多

少

ぞ
」

と

い

う

訓
読
か

ら

復
原
き

れ

る

の

は、

あ
く

ま

で
・
不

知

多

少
一
の

四

字
で

あ

り、

打
消
の

助

動
詞
「

ず」
を

無
視
し

て

「

知
多
少
」

こ

復
原
す

る

の

は

不

可

能
で

あ

ろ

う。
へ
漢

文

訓

読

1ー
記

憶

術
∀

畆

醐

の

立

場
か

ら

見
れ

ば、
と

う
て

い

容
認

で

き

な
い

訓

読

で

あ
る。
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