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現
代
に

お

け

る
漢
文
訓
読
の

意
義

さ

え

見
て

お

け

ば、

お

お

よ

そ

の

実
態
は

理
解
で

き

る

は

ず
だ。

は

次
の

よ

う
に

訓
読
さ

れ

る
。

関
関

た

る

雎
鳩
は、

河
の

洲
に

在
り

。

窈
窕
た

る

淑
女

は、

君
子
の

好
逑
な

り
。

ふ

つ

う

当

該
四

句
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古
田

島
洋
介

　
本
誌
第
五

〜
七

号
で

三

回

に

わ

た

り、

現
行
の

漢
文
訓
読
の

原
理

が

原
文
を

暗
記

す
る

た

め
の

記
憶
術
で

あ
る

こ

と

を

骨
子

と

し

て

種
々

の

問
題
を

論
じ

て

き

た。

す

で

に

御
賛
同
い

た

だ

い

て

い

る

方
々

は

も

ち
ろ

ん

の

こ

と、

な

ん

と

な

く

眉
唾
物
だ

と

疑
っ

て

い

る

方
々

に

も、

漢
文

訓
読
の

さ

ま

ざ

ま

な

現

象
を

考
え

る

さ

い

に

〈

漢

文
訓
読
11
記
憶
術
〉

論
が

な

か

な

か

有
効
な

仮
説
で

あ

る

こ

と

だ

け

は

お

認

め

い

た

だ

け

る

か

と

思
う。

本
号
で

は、

ま

ず
補
足

と

し

て

文
選
読
み

の

問
題

を

取
り

上

げ

て

か

ら
、

い

よ

い

よ

前
号
の

拙
論
の

末
尾
に

記
し

た

宿
題、

す

な

わ

ち

現

代
に

お

け

る

漢
文
訓
読
の

意
義
に

つ

い

て

私
見

を

述
べ

る

こ

と

と

す
る。

　

文
選
読
み

が

い

か

な

る

現
象
で

あ

る

か

に

つ

い

て

は

贅
言
を

費
や

す
ま
い

。

し

ば

し

ば

典
型
と

し

て

挙
げ

ら

れ

る

『

詩
経
』

冒
頭
の

一

首、

す

な

わ

ち

周
南
「

関

雎
」

の

第
一

〜
四

句
「

関
関
雎
鳩、

在
河
之
洲。

窈
窕
淑
女、

君
子
好
逑
」

の

文
選

読
み

こ

れ

を

文
選
読
み

す

れ

ば

ー

ク

ワ

ン

ク

ワ

ン

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

シ

ョ

キ

ウ

関

　
関
と
ヤ

ハ

ラ

ギ

ナ

ケ

ル

雎
鳩
の

ミ

サ

ゴ

は、

窃
霧
と
ユ

ホ

ビ

カ

ナ

ル

濫

舞
・

キ

ム

ス

メ

は、

　
　
　
　

　
　ヘ
ユ　

ヨ

キ

タ

グ
ヒ

な

り
。

カ

　　
シ

ウ

河
洲
の

ウ

キ

ス

に

在
り。

ク

ン
シ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

カ

ウ

キ

ウ

君
子
の

マ

レ

ビ

ト
の

好
逑
の

Meisei 　university

　
両
者
を

比
べ

て

み

れ

ば、

文
選
読
み

の

何
た

る

か

は
一

目

瞭
然
だ

ろ

う
。

「

関
関
」

を

ま

ず
は

「

ク

ワ

ン

ク

ワ

ン

」

と

音
読
み

し、

つ

な

ぎ
の

助
詞
「

と
」

を

介
し

て、

「

ヤ

ハ

ラ

ギ

ナ

ケ

ル

」

と

訓
を

添
え

る

わ

け

だ
。

「

窈
窕
」

も

同

様
で、

音
「

エ

ウ
テ

ウ
」

が

「

と
」

を

介
し

て

訓
「

ユ

ホ

ビ

カ

ナ

ル
」

に

続
い

て

ゆ

く。
「

雎
鳩
」

「

河

洲
」

「

淑
女
」

「

君
子
」

「

好
逑
」

も、

名
詞
ゆ

え

に

音
と

訓
を

助
詞
「

の
」

で

つ

な

い

で

い

る

だ

け
で

、

事
の

本
質
に

変
わ

り

は

な

い
、

い

わ

ゆ

る

「

立

日

訓
複
読
」

の

現

象
で

あ

寵
。

「

複
読
」

つ

ま

り
二

度
読
み

と
い

う
点
で

は

再

読
文
字
に

似
る

が、

再

読
文
字
が

異
な
っ

た

訓
に

よ

る

二

度
読
み

、

い

わ

ば

「

訓
訓
複
読
」

で

あ

る

の

に

対

し、

文
選
読
み

は

あ

く

ま

で

「

音
訓
複
読
」

を

貫
い

て

ゆ

く
。

ま

た、

再

読
文
字
は

一

字
で

あ

る

が、

文
選
読
み

は

二

字
の

語
に

用
い

ら

れ

て

い

る
。

似
て

非

な

る

現

象

で

あ

る

こ

と

は

論
を

俟
た

な

い
。

　
こ

の

文
選
読
み

と
い

う

現
象
に

つ

い

て、

ま

ず
確
認
す
べ

き

は、

こ

れ

が

決
し

て

翻
訳
で

は

な

い

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

中
国

語
「

関
関
」

が

日

本
語
「

ヤ

ハ

ラ

ギ

ナ

現

代
に

お

け
る

漢
文
訓
読
の

意
義

古
田

島
洋
介

＊

言

語
文

化
学
科

　
助

教
授

　
日

中
比
較
文
学
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明
尽

大

学
研
究
紀

要

【
擣

木
文

化
学
科
・
．

冨

話

文

化

学
科
】

第
八

捗

　
一
〇
〇
〇
年

ク
｝

と

同
義
で

あ

る

な

ら

ば、

の

．

け

か

ら

「

ヤ

ハ

ヲ

ギ

ナ

ケ

ル

」

と

記
す

の

が

翻

訳
と

い

う

も
の

だ
。

音
読
み

「
ク

ワ

ン

ク

ワ

ン

」

を

か

ぶ

せ

る

必

要
は

な

か

ろ

う
。

「

窈
窕
」

「

雖
鳩
」

「

河
洲
し

「

淑
女
」

「

君

子
｝
「
好
逑
」

に

つ

い

て

も

同
様
で

あ

る
。

現
に

　
在
り
一

は

訓
読

み

の

み

だ
。

も

ち

ろ

ん
、

音
読
み

で

十

分
わ

か

る

の

で

あ

れ

ば、

つ

ま

り、

外
来
語
た

る

漢
語
が

十
全
に

消
化

さ

れ
、

日

本

語
と

し

て

定

蓿
し

て

い

る

の

で

あ

れ

ば、

改
め

て

訓
読
み

を

添
え

る

作
業
は

不

要
で

あ

ろ

う
、

実

際
一

淑

女
L

　

君
子
L

な

ど

は

音
読
み

だ

け

で

も

十
分
に

翻
訳
と

し

て

通

用
す

る

は

ず
だ
。

之
を

要
す

れ

ば
、

同

じ

語
の

音
読
み

と

訓
読
み

を

篁
ね

る

の

は

無
駄
も

よ

い

と
こ

ろ

で
、

日

本

語
と

し

て

不

自
然
き

わ

ま

り

な

く、

と

う

て

い

翻

訳

と

は

呼
び

が

た
い

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

言
う
ま

で

も

な

く、

音
読
み

と

訓
読
み

を

重

ね

る

と

は

い

え、

重

箱
読
み
・

湯
桶
読

み

な

ど

と

は、

ま
っ

た

く

性
質
を

異

に

す

る

話
だ

。

　

同
一

の

語
を
血

凵

と

訓
で

重

複
し

て

読
む

文

選
読
み

の

不

自
然
さ

は、

つ

と

に

嘲
笑

の

的
に

な
っ

て

い

た

よ

う

だ
。

例
の

「

馬
か

ら

落
ち

て

落
馬
し

た
」

が

そ

れ

で

あ

る
。

高
校
生

の

と

き、

国

語
の

授
業
中

に
、

あ

る

同

級
生

が

「

あ

こ

が

れ

と
い

う

か、

憧

憬
と

い

う

か
一

と

目

に

し

た

と
こ

ろ
、

す

か

さ

ず
教
師
が

「
何
を

言
っ

て

る

ん

だ
。

同

じ

千、
」

の

繰
り

返

し

じ

。

な
い

が

！
L

と

叱
り

つ

け、

次
の

よ

う

な

爵
い

回

し

を

教
え

て

く

れ

た

の

を

覚
え

て

い

る
。

れ

た
　o

ゴ L：む

臼 か

い
し

に

し

え
の

武

士

の ，
 
thlい

馬
か

ら

落
ち
て

落
馬
し

て、

女

の

婦
入
に

笑
わ

「

昔
」

し・
二．
い

に

し

え
L 、
「

武

士
」

と
「

侍
」 、

駕
か

ら

落
ち
る

芝

落
墨、

ヨ

女
」

と

「

婦
人
一

が

重

複
し

て

い

る
。

二

の

冨

い

回

し

そ

の

も

の

の

出
処
は

知
ら

な

い
。

「

昔
」

と
｛
い

に

し

え
L

が

い

ず
れ

も

訓
読
み

で
、

通
常
の

文
選
読

み

と

は

異
な

る

た

め、

あ

る

い

は

そ

の

国

語

の

教
師
の

創
作
か

も

し

れ

な

い
。

と

も

あ

れ、

32

こ

れ

が

諺
「

馬
か

ら

落
ち
て

落

馬
す

る
」

に

源

を

発
し

て

い

る

こ

と

は

た

し

か

で

あ

ろ

う
。

『

故
事
俗
信

　
こ

と

わ

ざ

大

辞
典
』

に

よ

れ

ば、

こ

の

諺
は

「

漢
文
訓

読
の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　うびゴ

際
に

生

じ

た
二

簗

で

お

か

し

な

語
法
」

で

あ

る

と

い

臥
。

左

に

類
例
を

挙

げ

て

み

れ

ば

II
．か

り唐H
の

唐
入
が

馬
か

ら

落
ち

て中
洛

馬
し

た
。

や

ま

な

か

サ

ン

チマ
ウ

山

中

山

中

馬
か

ら

落
ち

て

落
馬
し

た。

　

前
者
は
「
同

じ
音
脚

味
の

こ

と

ば

を

重

ね

て
、

お

も

し

ろ

く

い

っ

た

も
の

」 、

後
者

は

鮎
。

と

ば

を

む

だ

に

重
ね

て

い
・
っ

言
．

い

方
を

あ

ざ

け
．

て

い

う
L

諺
と

の

由
で

あ

る

が
、

要

す

る

に、

ま

と

も

な

日

本
語

と

は、
言

え

ぬ

文
選

読

み

を
か

ら

か
っ

て

い

る

わ

け

だ。

雑
俳
に

も

次

の

よ

う

な

例
が

見

え
る

と
い

う。

ん　
んハいぽい
し

女

馬
士

馬
か

ら

落
ち

て

ら

く

馬
す

る

　

　

　

　

　

つ

き

（

『

柳
多

留
』

三

五
）

　

こ

う

し

た

言

い

回

し

は
、

現
代
日

本
語

で

も

用

例
を

作
る

こ

と

が

で

き

る
。

い

か

な

文

選

読
み

好

き

の

奇
特
な

教
師
で

も、

授
業
に

遅

刻

し

た

生

徒

が

次
の

よ

う

に

不

自
然
な

日

木
語

で
三

口

い

訳
を

し

た

ら、

む
っ

と

せ

ざ
る

を

得
ま
い
。

昨
日

の

き

の

う、

予
の

わ

れ

は

懸

命
に

命
懸

け

で

読

書

し

て

書
を

読
み、

夜
を

徹
し

て

徹
夜
し

た

た

め、

睡

魔
の

ね

む
け

に

襲
わ

れ

て
、

業

を

授
け
る

授
業
に

遅

刻
し

て

遅
れ

ま

し

た
。

　

と
こ

ろ

で、

文

選
読
み

が

日

本
語
と

し

て

不

自

然
乙

の

う

え

な

く、

と

て

も

翻
訳

と

は．

蒐
な

い

と

な

る

と、

訓
読
と

瀚
訳

な

の

で

あ

ダ
と

す

る

巷

間
の

通
念

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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に

と
ウ

て

は、

は

な

は

だ

不
都
合
な

事
態
と

な

る
。

な

ぜ

な

ら
、

文
選

読
み

が

訓
法

の

一

種
で

あ

る

こ

と

に

異
論
の

余
地

が

な
い

以

上、

訓
読
が

少
な

く

と

も

部
分
的
に

は

翻
訳
で

な

い

こ

と

を

認

め

ざ

る

を

得
な

く

な
っ

て

し

ま

う

か

ら

だ
。

私
の

見
る

と

こ

ろ、

中
田

祝
夫

氏
は
こ

の

事
態
に

気
づ

い

て

い

た

の

で

は

な

い

か

と

思
わ

れ

る
。

中
田

氏
の

執
筆
に

係
る

『

国
語
学
大
辞
典
』

の

「

文
選
読
み
」

項
を

読
め

ば、

そ

の

気
配
を

感
じ

取

る

こ

と

が

で

き

よ

う。

当
該
項
の

解
説
は、

さ

す

が

に

訓
点
研

究
の

第
一

人

者
た

る

氏

の

筆
に

成
る

だ

け

あ

っ

て、

簡
に

し

て

要
を

得
た

字
句
が

連
ね

ら

れ

て

い

る

が、

文

選
読
み

を

「

漢
文

訓
読
に

お

け

る

読
み

方
の

一

種
」

と

し

て

書
き

出
し

た

氏

は、

し

だ

い

に

文
選
読
み

が

実
は

翻
訳
と

は

呼
び

得
な

い

事
実
に

感
づ

き、

こ

の

ま

ま

で

は

訓
読
が

翻
訳

で

あ

る

と
の

通
念
と

矛
盾
を

来
た

す
の

を

懸
念
し

た

た

め

か、

末
尾
に

至
っ

て、

そ

れ

ま

で

の

文
脈
と

は

打
っ

て

変
わ

っ

た

奇
妙
な
一

文
を

付
け
加

え

て

い

る
。

欧
文
和
訳
の

際
に

原
語
を

逐
次
読
み、

か

つ

訳
す
場
合
よ

り

も、

全

体
が

日

本

文
と

し

て

あ

り

う
る

構
造
で

読
ま

れ

る

こ

と

は、

一

種
の

発

明
と
い

う
こ

と

も

　
　

ハ
ァ　

で

き

よ

う
。

　

内
容
が

唐
突
で

あ

る

こ

と

は

も

ち

ろ

ん
、

「

日

本
文

と

し

て

あ

り

う

る

構
造
」

「

…

…

と

い

う
こ

と

も

で

き

よ

う
」

な

ど

と

い

う
歯
切

れ

の

悪
い

言

い

回
し

が

気
に

な

る
。

下

司

の

勘
ぐ

り

か

も

し

れ

な
い

が、

お

そ

ら

く

中
田

氏
は、

文
選

読
み

を

訓

法
の

一

つ

と

認
め

て

い

る

以
上、

あ

ま

り

に

日

本
語
と

し

て

不

自
然
な

た

め
、

訓
読

は

翻
訳
な

り

と
の

通
説
が

部
分
的
に

せ

よ

崩
れ

て

し

ま
う

の

に

気
づ

い

た

の

で

あ

ろ

う。

そ
こ

で、

欧
文
に

文
選

読
み

を

用

い

た

場
合
と

比
較
す
れ

ば、

漢
文
に

お

け

る

文
選
読
み

は、

ま

だ

し

も

翻
訳
と

呼
べ

る

は

ず
だ

と

言
い

た

か

っ

た
の

で

は

な

い

か
。

　
た

し

か

に
、

た

と

え

ば

英
文
の

文
選

読
み

で

は、

漢
文

の

文
選
読
み

よ

り

も、

さ

現
代
に

お

け

る

漢
文
訓

読

の

意
義

古
田

島
洋
介

ら

に

日

本
語
と

し

て

の

不

自
然
さ

が

増
す

だ

ろ

う
。

事
実、
〈

鴫

霧
帯

a
錯
一

芻
亳

帥

鷺
卑

曙
σq

三
〇
口

芸
Φ

の

茸
Φ
o
け’
〉

に

文

選
読
み

を

試
み

る

と

ー

網
Φ
ω
→

 

乙
餌

団

の

き

の

う、
一

の

我
は

鼬

の

或
る

O

話
冖

蔓

と

美
し

き

mQ

三
の

乙

女

を

甚
Φ

の

例
の

ω

葺
 

9
の

路
の

o
ロ

の

上
に

て

芻
≦

と

見
か

け

た

り
。

　
も
っ

と

も、

冠
詞
や

前
置
詞
な

ど
の

虚
辞
ま

で

文

選
読
み

す

る

か

ら

極
端

に

お

か

し
く

な

る

わ

け
で
、

漢
文
の

文
選
読
み

に

近

づ

け

る

べ

く、

名
詞
・

動

詞
・

形
容
詞

な

ど

の

実
辞
に

の

み

文
選

読
み

を

適

用

す
れ

ば、

か

な

り

不

自
然
さ

が

解
消
さ

れ

る
。

実
際
に

試
み

る

と

ー

く
Φ

り゚

8a

趣

の

き

の

う、
一

の

我
は

或
る

O
『

9
な

と

美
し

き

σq

三

の

乙

女
を

例
の

ω

貯
 

傘

の

路
の

上

に

て

ω

9
毛

と

見
か

け

た

り
。

　
私
の

感
覚
で

は

漢
文
の

文
選
読
み
の

場
合
と

五

十
歩
百

歩

と
い

う

印

象
だ

が
、

果

た

し

て

ど

う
だ

ろ

う
か
。

す
で

に

日

本
人
に

な

じ

み

の

深
い

英
単
語

ば

か

り

だ

か

ら

そ

う

感
じ

る

だ

け

か

も

し

れ

な

い
。

要
す

る

に、

英
文
の

文

選
読
み

に

せ

よ、

漢
文

の

文

選
読
み

に

せ

よ
、

慣
れ

親
し

ん

だ

単
語
が

多
け
れ

ば

不

自
然
さ

が

減
じ、

晦
渋

な

単
語

が

多
け

れ

ば

不

自
然
さ

が

増
す
だ

け
の

こ

と

で

は

な

い

か
。

欧
文
と

漢
文
の

文
選
読
み

を
］

概
に

比

較
し

て

論
ず
る

の

は
、

興
味
深
い

話
題
で

は

あ

る

が、

ど
れ

ほ

ど

意
味
の

あ

る

比

較
か

は

疑
問
で

あ

る
。

確
実
な
の

は、

い

ず
れ

も

ま

と

も

な

日

本
語
で

は

な
い

と
い

う
こ

と

だ
。

中
田

氏
が

い

か

に

弁
護
を

試
み

よ

う

と、

文
選

読

み

が

翻
訳
と

し

て

成
立

し

な

い

こ

と

は

明
ら

か

で

あ

ろ

う。
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明

県

入

学

研
究
紀
要
【

日

本
文

化

学
科
・
言
讙
文
化

学
科】

第
八

号

　
冖
○

○
○
年

　

で

は
、

文
選

読
み

を

ど

の

よ

う
な

現

象
と

し

て

捉
え

れ

ば

よ

い

の

だ

ろ

う

か
。

こ

こ

で

例
の

ご

と

く

登
場
す

る

の

が

〈

漢
文
訓
読

11
記

憶
術
〉

論
で

あ

る。

文
選
読
み

は
、

原
文
た

る

漢
文
を

記
憶
す
る

た

め
の

一

法

と

し

て

発
達

し

た

も

の

だ

と

考
え

れ

ば
、

事
の

本
質
は

見
や

す
い

の

で

あ

る
。

　

ま

ず、

原

理

と

し

て

は、

文

選
読
み

を

音
と

訓
に

よ

る

文
字

情
報
の

絞
り

込

み

検

索
に

た

と

え

る

こ

と

が

で

き

よ

う
。

今
日、

コ

ン

ピ

ェ
ー

タ

ー

で

情
報
検
索
を

行
な

う

さ

い
、

一

つ

の

キ

ー

ワ

r
ド

で

大
量

の

情
報
が

ヒ

ッ

ト

し

た

場
合、

も

う
…

っ

別

の

キ

ー

ワ

ー

ド

を

加

え

て

＞
ZU

検
索
を

実
施
す

れ

ば、

情
報
件
数
を

絞
り

込

む
こ

と

が

で

き

る
。

あ

の

作
業
と

似
た

よ

う
な

も

の

だ
。

た

と

え

ば、
「

セ

イ
」

と
い

う

立

．

だ

け

を

手

が

か

り

に
、

あ

る

漢
字
を

想
い

起
こ

そ

う

と

し

て

も、

多
数
の

文

字
が

脳

裏
に

浮
か

ん

で

し

ま
い
、

特
定

の

漢
字
に

絞
り

込

む
こ

と

は

不

可

能
で

あ

ろ

う
。

と
こ

ろ

が、

そ
こ

に

「

あ

お
」

と

い

う
訓
を

も

条
件
と

し

て

加

え

れ

ば
、

た

ち

ど

こ

ろ

に

「．
−

目．一

字
が

念
頭
に

浮
か

ぶ
。

逆

も

亦

た

真
な

り。

訓

「

あ

お
一

だ

け

で

は、

「

青
一

か

「

蒼
」

か、

は

た

ま

た

「

碧
」

か、

一

つ

の

漢
字
を

特
定
す

る

に

は

至
ら

な

い
。

け

れ

ど

も、

音
「

セ

イ
」

が

条
件
と

し

て

付
け
加

わ

れ

ば、

こ

れ

ま

た

す

ぐ

に

「

青
」

字
だ

と

わ

か

る
。

こ

う
し

た

音
と

訓
と

い

う
二

つ

の

条
件
に

よ

る

原
文
の

文
字
の

確
定
こ

そ

が

文
選
読

み

の

凉
理

な
の

だ。

や

は

り、

文

選
読
み

も

く

漢
文
訓

読
蕁

記
憶
術
∀

論
の

→

角
に

位
置
づ

け

て

理

解
す

る

こ

と

が

可

能
で

あ

り、

そ

う
考

え

て

こ

そ、

古
人

が

わ

ざ

わ

ざ

無
駄
に

し

て

不
自
然
と

し

か

思

え

な
い

立

目

訓

複
読
を

試
み

た

真
意
が

わ

か

ろ

う
と

い

う

も

の

だ
。

　

も
っ

と

も、

こ

れ

に

対
し

て、

た

だ

ち

に

反

論
が

起
き

る

だ

ろ

う
。

先

の

『

詩

経
』

周

南
「

関
雎
」

を

例
と

す

れ

ば、

四

つ

の

訓
…ー
ミ

サ

ゴ
L

「

ウ

キ

ス

」

「

ヨ

キ

ム

34

ス

メ
L

「

ヨ

キ

タ

グ

ヒ

」

は

そ

れ

ぞ

れ

原
文
「．
雌
鳩
」

「

河

洲
」

「

淑
女
」

「

好
逑
」

を

復
原
す
る

の

に

大
な

り

小

な

り

役

立
つ

と

し

て

も、

三

つ

の

訓
「

ヤ

ハ

ラ

ギ

ナ

ク
…

「

ユ

ホ

ビ

カ

ナ

リ
」

「

マ

レ

ビ

ト
」

が

「

闡四
関
」

門

窈
窕
」

一，
君

チ
L

の

復
百
勘

に

ど

れ

だ

け

有
効
か

、

大

い

に

疑
悶

だ

か

ら

で

あ

る
。

つ

ま

り、
「

ヤ

ハ

ラ

ギ

ナ

ク
」

と

聞
い

て

も、
「

ク

ワ

ン

ク

ワ

ン

」

と

発
音
さ

れ

る

漢
語

の

な

か

か

ら

別
し

て
一

関
関
一

の

二

字
が

念
頭
に

浮
か

ぶ

保
証
は

ど
こ

に

も

な

く、

同

じ

く

「

ユ

ホ

ビ

カ

ナ

リ、一

を

手

が

か

り

と

し

て、
「

エ

ウ

テ

ウ
」

と

発
音
さ

れ

る

漢
譜

の

う

ち、
「

窈
窕
」

の

二

字
を

確
実
に

選

び

取

れ

る

か

ど

う

か

は、

は

な

は

だ

心

も

と

な

い
。

「

ク

ン

シ

」

と

発

音

す

れ

ば、

す

で

に

｝

君
了
」

で

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で、
 ．
マ

レ

ビ

ト
L

で

は、

い

か

な

る

漢
語
に

相
当
す

る

の

か
、

見

当

が

つ

き

か

ね

る

だ

ろ

う、

実
際、

往

時
の

訓

読
資
料
に

見

ら
れ

る

文
選

読
み

の

訓
は、

と

う
て

い

原

文

復
原
の

た

め

の

情
報
と

し

て

添
え

ら

れ

た

と

は

思
わ

れ

ず、

語
釈

と

し

か
…＝
口

い

よ

う
の

な
い

も
の

が

大
半
を

占

め

る
。

「

犲
狼
」

凵

一、
サ

イ

ラ

ウ

の

オ

ホ

ヵ

ミ
」 、
「、
周
流

7
巨

「

シ

ウ

リ

ウ

と

メ

グ

ル

一

な

ど

で

あ

れ

ば、

訓
「

オ

ホ

カ

ミ
」

「

メ

グ

ル

」

が

原
文

の

復
原
に

寄

与
す

る

が
、

「

浩
汗
」

ロ

「

カ

ウ

カ

ン

と

オ

ギ
ロ

ナ

リ
」 、
「、
野

干
」

巨

「

ヤ

カ

ン

の

コ

ギ
ツ

ネ
」

で

は
、

訓
が

原
文
の

文
字

と

直
接
に

は

結
び

つ

か

な
爵、

・

も

ち

ろ

ん・

こ

う

し

た

訓
が．
原
文

の

復
原
に

つ

い

て

ま
っ

た

く

役
立

た

ず

だ

と

言
う
つ

も

り

は

な

い
。

「

カ

ウ

カ

ン

」

ま

た

は

「

ヤ

カ

ン

」

と

発

音
さ

れ

る

漢
語
の

な

か

か

ら、
「

オ

ギ

ロ

ナ

リ
」

ま

た

は

「

コ

ギ

ツ

ネ
」

を

意
味
す

る

語
を

探
す

と

な

れ

ば、

単
に

音
読

み

だ

け

を

与
え

ら

れ

た
場四
合
よ

り

も、

は

る

か

に

絞
り

込

み

の

可

能
性
が
甘
圃

く

な
る
。

け

れ

ど

も、

そ

れ

は

あ

く

ま

で

間
接
的
な

手
段
で

あ

り、

直
接

的
に

原
文
の

文
字
を

復
原

す

る

手
段
で

は

な

い
。

も

し

文

選
読
み

が

当

初
か

ら

原
文

復
原
の

た

め

の

記
憶
術
と

し

て

成
立

し

た

の

で

あ

れ

ば
、

こ

の

よ

う

な

意
味
を

介
し

た

迂

遠
な

方

式
を

採
ら

ず、

も
ッ

と

字
面

の

復
原
に

有
利
な

端
的
な

方
式
が

講

じ

ら
れ

た

は

ず
で

あ

る
。

や

は

り、

文

選
読
み

は

語
釈
と

し

て

出
発
し

た

と

し

か

思

え

な

い
。

た

ま

た

ま

原
文
の

復
原
に
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結
び

つ

く

訓
が

添
え

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

あ

る

に

し

て

も
。

　

で

は、

ど

う

考
え

れ

ば

よ

い

の

だ

ろ

う

か
。

こ

こ

で

想
い

起
こ

す
べ

き

は、

文

選

読
み
の

歴
史
的
な

変
遷
で

あ

る。

当
初、

文

選
読
み
が

難
解
な

語
の

釈
義
を

添
え

る

一

種
の

解
釈
法
と

し

て

編
み

出
さ

れ

た

こ

と

は

否
め

な

い
。

と

こ

ろ

が
、

平
安
時
代

末
期
か

ら

中
世

に

か

け

て
、

次
の

よ

う

な

型
の

文
選
読
み

が

出
現
し

て

く

る
。

妙 空 紅 凍 東
絶 震 虹 融 風

ト

ウ

フ

ウ

の

ヒ

ガ

シ

ノ

カ

ゼ

ブ

イ

テ

ト

ウ

ユ

ウ

と
コ

ヲ

リ

ト

ク

コ

ゥ
コ

ウ

の

ク

レ

ナ

ヰ

ノ

ニ

ジ

ク

ウ

シ

ウ

と

ソ

ラ
ニ

シ

グ

ル

ル

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
ハ
　　

メ

ウ

ゼ

ツ

と

タ
ヘ

ニ

ス

グ
レ

タ

ル

ナ

リ

　
こ

の

よ

う

な

文
選

読
み

が、

先
に

論
じ

た

よ

う

な

語
釈
を

添
え

る

型
と

異
な

る

こ

と

は

明
ら
か

だ
。

先
の

場
合
は、

二

字
か

ら

成
る

「

関
関
」

「

窈
窕
」

「

君
子
」

そ

れ

ぞ

れ

全

体
に
一

つ

の

訓
を

当
て

て

い

た

の

に

対
し、

右
に

掲
げ
た

型
の

文
選
読
み

は、

二

字
に

対
し

て

逐
字
に

訓
を

当

て

て

い

る
。

つ

ま

り、
「

東
風
」

を

例
と

す
れ

ば
、

従
来
の

型
な

ら

「

ト

ウ

フ

ウ

の

コ

チ

フ

ク
」

（

コ

チ

目

東
風
）

と

で

も

読
む
べ

き

と

こ

ろ

を、
　一

字
つ

つ

訓
を

当

て

て

「

ヒ

ガ

シ

ノ

カ

ゼ

フ

ク
」

と

読
ん

で

い

る

の

だ。

こ

う

し

た

新
し

い

型
の

文
選
読
み

が

原
文
の

復
原
に

有
利
な

こ

と

は

言
を

俟
た

な
い

で

あ

ろ

う。

冒
頭
に

掲
げ

た

『

詩
経
』

周
南
「

関
雎
」

の

文
選

読
み

の

う

ち、

特
に

「

ヨ

キ

ヲ

ト

メ
」

「

ヨ

キ

タ

グ

ヒ

」

が

原
文
「

淑
女
」

「

好
逑
」

の

復
原
に

役
立

つ

の

は、

こ

の

よ

う

な

逐
字
訓
に

な
っ

て

い

る

か

ら

だ
。

「

ミ

サ

ゴ

」

「

ウ

キ

ス

」

も、

そ

れ

ぞ

れ

「

雎
」

「

洲
」

の

復
原
に

は

役
立

つ

だ

ろ

う。

す

な

わ

ち
、

文
選

読
み

に

用

い

ら
れ

る

訓
は、

当

初
は

語
釈
と

し

て

成
立

し

た

も

の

の
、

し

だ
い

に

原
文
の

復
原

に

有
利
な

方

向
へ

、

つ

ま

り
、

記
憶
術
と

し

て

の

色
彩
を

濃
く

し

て

い

っ

た

と

考
え

現
代
に

お

け

る

漢

文

訓
読
の

意
義

古

田

島
洋
介

ら

れ

る

の

で

あ

る
。

先
に

「

文
選

読
み

は、

原
文

た

る

漢
文
を

記
憶
す
る

た

め
の
一

　

　
　

　
セ
　
　モ　
　

セ
　
　セ

法
と

し

て

発
達
し

た
」

と

記

し

た

の

は、

こ

の

意
味
で

あ

る
。

　

平
安
時
代、

文
選

読
み

は、

あ

る

種
の

文
献
に

ぱ

ら

ぱ

ら

と

登

場
す

る

だ

け

だ
っ

た
。

難
解
な

語
に

つ

い

て

だ

け

用
い

ら

れ

る

語
釈
な

の

だ

か

ら、

そ

れ

も

当

然
の

こ

と

だ

ろ

う。

け

れ

ど

も、

時
が

流
れ

て

江

戸
時
代
に

な

る

と、

全

篇
を

文

選
読
み
で

貫
い

た

文

献
が

現
れ

る
。

・

れ

に

つ

い

て、

中
田

氏

は

「

。

の

（

文
選
読
み

鰭

う
）

訓
読
法
が

形
式
化
し

、

多
く

の

語
句
に

及
ぼ

さ

な

け

れ

ば

済
ま

な

く

な

っ

た
」

か

ら

だ

ろ

う

と

推
定
す
る

が、

そ

れ

ば

か

り
が

理

由
で

は

あ

る

ま
い

。

江

戸

時
代
に

な
っ

て
、

訓
読
が

原
文
の

記

憶
術
と

し

て

明
確
に

意
識
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

か

ら

こ

そ、
　一

つ

の

文
献
を

す
べ

て

文

選
読
み

で
一

貫
す

る

訓
法

が

試

み

ら

れ

た

の

で

は

あ

る

ま

い

か
。

本
誌

第
五

号
の

拙
稿
で、

当
初
は

解
釈
で

あ
ワ

た

訓
読
が

平
安
時
代

中
期
ご

ろ

か

ら

し

だ

い

に

記
憶
術
と

し

て

の

性
格
を

強
め

は

じ

め、

江

戸
時
代
に

は

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
ロ
け　

記
憶
術
と

し

て

定
着
し

た

と
い

う

訓
読
史
の

見

通

し

を

述
べ

た
。

私
見
に

よ

れ

ば、

文
選

読
み

も、

こ

の

流
れ

に

沿
っ

て

変
遷

を

示

し

た

の

で

あ

る
。

い

か

に

日

本
語
と

し

て

不

自
然
で

あ
っ

て

も
、

音
訓
複
読
に

よ

っ

て

容
易
に

原
文
の

字
句
を

絞
り

込

め

る

文
選

読
み

は、

記
憶
術
と

し

て

な

か

な

か

便
利
だ
っ

た

の

だ
。

　

江

戸
時
代、

太
宰
春
台
と

日

尾

荊
山

が

文
選
読
み

に

対
し
て

対
照
的

な

見
解
を

述

べ

て

い

る
。

太
宰
春
台
は

文
選

読
み

を

無
益
な

訓
法
と

し
て

非
難
し、

日

尾
荊
山

は

優
雅
な

訓
法
と

し

て

賞
賛
し

た
。

此
法
（

文
選

読
み
）

何
れ

の

時
よ

り

始
ま

れ

る

と

い

ふ

こ

と

を

知
ら

ザ
。

尤
無

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　
ロワ

益
の

事
な

り
。

是
を

止

て
、

只

常
の

如
く

読
む
べ

し
。

1
太
宰
春
台

（

文

選

読
み

は
）

甚
益
あ

る

事
也

。

…

誠
に

雅
馴
に

し

て、

朗
誦

す

る

に

堪
た

　
　
　

　
い

と

り
。

…

…

最
も

く
深
切

な

る

碩
学
た

ち

の

後
進
を

恵
み

た

ま
へ

る

御
心

よ

り35
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明
景

大
学
研

究

紀

要
〔

H
本

文
化
学

科
・
言

語
文

化

学
科
】

第
へ

写

　
一
〇
〇

〇
年

な

れ

る

也
。

−
日

尾
荊
山

　

し

か

し、

右
の

よ

う
な

見

解
の

相
違
こ

そ

あ

れ、

二

入
が

と

も

に

前
提
と

し

て

い

た

の

は、

原
文
の

記

憶
な

の

で

あ

る
。

太

宰

春
台

は

音
読
み

こ

そ

記

憶
に

便
利

で

あ

る

と

し、

目

尾
荊
山

は

訓

読
み

で

も

記
憶
で

き

る

と

の

考
え

で

あ
っ

た
。

吾
が

国

に

は、

言
語
の

数
少

く

し

て、
　｝

つ

の

倭
訓
を

数
字
に

通

罵
す

る

故
に
、

倭
訓
に

読
み

て

は、

其
の

字
を

記
憶
せ

ず。

記
憶
す
れ

ど

も、

誤

多
し

。

音
に

て

読
め

ば
、

直
ち

に

そ
の

字
を

記
憶
す

。

…

…

倭
語
は

煩

瑣
に

し

て、

記
憶
す

る

に

労
あ

り
。

音
に

読
め

ば
、

簡
約
に

し

て

誦
を

成
し
や

す

癖

−
太

宰
春

台和
訓
に

読
て、

其

字
を

記

臆
せ

ぬ

位
な

人
は、

固

よ

り

随
学

膚
見
の

人
に

し

て
、

文

章
作
り

た

れ

ば

と

て、

観
る

に

足

ら

ぬ

は

勿
論
の

こ

と

也
。

意
熟
し

目

熟
す

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よつ　

れ

ば、
立

日

に

読
訓
に

読
の

差
別
に

は

よ

ら

ず、

自

然
と

記
臆
す

る

者
な．
禦
。

−
日

尾
荊
山

　

た

だ

し
、

こ

こ

で

避
け
て

通

れ

な

い

問
題
が

あ

る
。

そ

れ

は、

な

ぜ

文

選
読

み

が

廃

れ

て

し

ま
っ

た

の

か

と

い

う

問
題

だ．、

今
日

、

文
選

読
み

を

用
い

て

訓

読
し

た

漢

文

書
籍
は
一

冊

も

見

か

け

な

い
。

音
訓

複
読

に

よ

っ

て

原

文
を

有
利
に

記
憶
で

き

る

は

ず

の

文

選
読
み

が
、

す

で

に

江

戸
時

代

末
期
に

は

ほ

と

ん

ど

廃
絶
の

憂
き

目
に

遭

い
、

明
治
時
代
以

後
の

訓
読
で

は

ま
・

た

く

用
い

ら

れ

な

く

な

ぞ
し

ま

る
の

は・

い

か

な

る

理

由
に

よ

る

の

だ

ろ

う
か

。

江

戸
時
代
は

も

ち
ろ

ん

の

こ

と、

明

治
以
降、

現

行
の

訓
読
に

全

る

ま
で
、

記
憶
徳
と

し

て

の

原

理

が

通

底
し

て

い

る

な

ら

ば、

文

選
読
み．
が

二

う

も

や

す
や

す
と

廃
止

さ

れ

る

と

は

思

え

な

い

の

に
、

で

あ

る
。

36

　

　

　

　

　

　

「　　　　　　　　　　　　　　　　
ー

　

し

か

し
、

こ

の

問
題
の

答
は

意
外
に

簡
単
な

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

そ

れ

は、

文

選
読
み

が

記
憶
術・．」
し

て

有
利
な

点
を

備
え

て

い

る

反

面、

重

大

な

欠

陥
を

も

抱

え

て

い

た

か

ら

に

ほ

か

な

ら

な

い
。

訓
読
が

記

憶
術
と

し

て

威
力

を

発

揮

す

る

の

は、

〈

訓
読
文

の

暗
誦

↓

原
文
の

再

生
〉

と

い

う
二

重

の

過
程

に

お

い

て

で

あ

る
。

第
二

段
階
す

な

わ

ち

く

原
文

の

再
生
▽

に

つ

い

て、

文
選

読

み

が

多
大

な

効

力
を

発

揮
す

る

こ

と

は

間
違
い

な

い

だ

ろ

う。

な

ん

と

い

っ

て

も
、

音

ま

た

は

訓
の

い

ず

れ

か
｝

方
よ

り

は、

音
．

訓

の

両

者
が

そ

ろ
一．

て

い

る

ぽ

う
が
、

原
文
の

字

句
を

復
原

す
る

に

は

有
利
に

違
い

な
い
．．

だ

が、

第
一

段
階
す

な

わ

ち

〈

訓
読
文
の

暗
誦
〉

と

な

る

と
、

話
が

人

き

く

異

な
っ

て

く

る
。

文

選

読
み

で

は、

訓
読

文

が

長

す

ぎ

て

暗
記
し

づ

ら
い

の

だ
。

一

語
に
庸

甲・
」

訓

の

両

者

を

当

て

て

読
め

ば、

勢
い

訓
読
文
が

冗

漫
に

な

っ

て

記
憶
の

負
担
が

増
し、

記
憶
術
の

要

件

た

る

簡
潔
性
に

反

す

る

わ

け
で

あ

る
。

こ

れ

が

最
大

の

理

由

だ

ろ

う
。

し

か

も、

先
に

論

じ

た

よ

う
に

、

音

訓
を

重

複
さ

せ

る

文
選
読
み

に

は、

日

本

語

と

し

て

不

自

然
な

点
が

目
立

ち、

ふ

つ

う

の

訓
読
文

よ

り

も

記
憶
し

に

く
い

。

だ

れ

し

も
、

不

自
然
な

目

本
語
よ

り

は、

自
然

な

日

本
語

の

ほ

う
が

暗
誦
し

や

す
い

は

ず

だ
。

い

く

ら

日

尾

荊
山

が

「

誠
に

雅

馴
に

し
て
、

朗
誦

す

る

に

堪
た

り
一

と

言

お

う

と、

こ

れ

は

読

み

添
え

の

訓
に

の

み

当

て

は

ま
る

評

言

で、

音

と

訓

が

重

な

れ

ば、

ど

う

し

て

も

不

自

然

さ

は

避

け

ら

れ

な
い

。

さ

ら

に

は
、

印
刷
上
の

煩
雑
さ

を

も

指
摘
し

て

よ

い

か

も

し

れ

な
い

。

文

選

読
み

を

印
刷
す

る

と

な

れ

ば、

原
文

の

右

に

音
を、

左

に

訓
を

入

れ

る

乙

と

に

な

る

が
、

こ

の

作

業

そ

の

も
の

が

煩
雑
を

き

わ

め

る

う
え、

当

然
の

結
果
と

し

て
、

前
行
の

左

傍
の

訓

と

次

行

の

右

傍
の

音
が

衝

突
す

る

惧

れ

が

出

て

く

る

し、

送
り

仮

名

や

返

り

点

と

も

見

分

け

が

つ

か

な

く

な

る

可
能
性
が

生

じ、

た

と

え

な

ん

と

か

印

刷
で

き

て

も、

読
み

づ

ら

い

こ

と

は

否

め

ま
い

。

こ

れ

で

は、

歓
迎

さ

れ

な
い

の

も

已

む

を

得
ぬ

と
こ

ろ

で

あ

る
。

右
を

要

す

る

に、

文

選
読

み

を

実
行
す

る

と

な

れ

ば、

訓
読
文
が

冗

長
で

不

自

然
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な

日

本
語
の

た

め、

記

憶
に

過

重
な

負
担
が

か

か

り、

印
刷
に

も

少
な

か

ら

ぬ

不

便

が

つ

き

ま

と

う
こ

と

に

な

る
。

い

か

に

原
文
の

復
原
に

有
利
と

は

い

え、

江

戸
時
代

末
期
以

後、

文

選
読
み

が

姿
を

消
し

た

の

も

宜
な

る

か

な

だ
。

日

尾
荊
山
は

草
葉
の

蔭
で

悔
し

涙
を

流
し

て

い

る

か

も

し

れ

な
い

が
。

　

以

上
、

文

選

読
み

と

い

う
現

象
お

よ

び

そ

の

変
遷
に

つ

い

て
、

〈

漢
文
訓

読
11

記

憶
術
〉

論
の

立

場
か

ら

些

少
の

考
察
を

試
み

た
。

こ

こ

で

も

当

該
仮
説
が

な
か

な
か

有
効
に

機
能
す

る

か

と

思

う。

　
さ

て、

い

よ

い

よ

〈

漢
文
訓

読
ほ

記
憶
術
〉

論
最
大

の

敵
に

立

ち

向
か

わ

ね

ば

な

ら

な

い
。

そ

れ

は、

す

で

に

暗
記
が

学
習
の

目

的
で

な

い

こ

と

は

お

ろ

か、

学
習
の

手
段
で

す

ら

な

く

な
っ

た

現
今
の

情
勢
に

お

い

て、

い

っ

た

い

記
憶
術
と

し

て

の

漢

文
訓
読
が

何
の

役
に

立

つ

の

か

と

い

う

問
題
で

あ
る
。

単
に

訓
読
を

記
憶
術
と

し

て

認

識
す

る

だ

け

で

は、

た

と

え

そ

れ

が

正

し
い

認
識
だ

と

し

て

も、

記
憶
術
と

し

て

用
い

る

場
が

な

く

な
っ

て

し

ま
っ

た

以

上
、

た

だ

ち
に

無
用
の

長
物
と

し

て

排
斥
さ

れ

か

ね

な
い

。

実
際、

さ

る

学
会
の

席
上

で

〈

漢
文
訓
読
11
記

憶
術
〉

論
の

骨
子
を

発
表
し

た

さ

い

も、

あ

る

先
達

の

方
か

ら

「

説
得
力
が

あ

る

こ

と

は

認
め

る
。

で

も、

も

し

本
当

に

記
憶
術
だ

と

し

た

ら、

漢
文
訓
読
は

ま

す
ま
す
滅
び

る

し

か

な

い

と

思

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
ロ　

っ

た

ね
」

と

の

感
想
を

聞

か

さ

れ

た。
〈

漢
文
訓
読
11

記
憶
術
V

論
は、

つ

い

に

〈

漢
文
訓
読
目

無
用
〉

論
に

す
ぎ

な

い

の

だ

ろ

う

か
。

少
な

く
見

積
も
っ

て

も

推
古

朝
以
来
一

千

数
百

年、

日

本
人
が

孜
々

と

し

て

育
ん

で

き

た

漢
文

訓
読
は
、

も

は

や

歴
史
的
使
命
を

終
え

て

し

ま
っ

た
の

だ

ろ

う
か
。

　

次
の

よ

う
な

記

録
を

読
め

ば、

た

し

か

に

隔
世
の

感
を

否

め

な

い
。

現
代

に

お

け
る

漠
文
訓
読
の

意

義

古
田

島
洋

介

　
ロ

ン

ド
ン

　
倫
敦
の

寓
に

て

予
が

居
た

る

室
の

真
下
は、

中
村
敬
宇
先
生
の

室

な

り
。

毎

朝
五

時
頃
よ

り、

先
生

が

八

家
文
・

『

左

伝
』

・
『

史
記
』

等
を

朗
読
す

る

を

聞

く
。

先
生

が

日

本
よ

り

携
帯
し

た

る

漢
籍
は

少
か

り

し

様
子

な

る

に、

何

処
に

て

此

等
の

書
籍
を

手

に

入

れ

て

読
む

に

や

と

怪
し

み

て
、

一

日

之
を

先

生

に

問

い

た

る

に、

読
書
に

は

非
ず
し

て

暗
誦
し

た

る

な

り。

其

気
根
の

強
き
こ

と、

　
　
　

　

　
　
　
め　

敬
服
に

堪
え

ざ

り

き
。

　
言

う

ま

で

も

な

く、

中
村
敬
宇
は、

中
村
正

直
の

こ

と
。

翻
訳

『

西

国
立

志
編
』

や

『

自
由
之
理
』

は、

こ

の

よ

う

な

漢
文

の

素
養
に

裏
打
ち
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
。

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
か

く

　
し

か

し、

記
憶
術
た

る

漢
文
訓
読
に

と
っ

て

必

須
の

作
業
で

あ

る

此
の

如

き

音
読

の

習
慣
は、

す

で

に

廃
れ

て

し

ま
っ

た
。

永
井
荷
風
が

随
筆

「

深
川

の

唄
」

（

明
治

四

十
二

年
）

で、

東
京
の

市
電

の

車
内

風

景
を

描
き

つ

つ
、

「

誰
れ

か

冒

報
知

新
聞

の

雑
報
を

音
読
し

初
め〔

19）た
」

と

記
し

た

と

こ

ろ

を

見

る

と、

ど

う

や

ら

明
治
の

末
ご

ろ

ま

で

音
読
の

習

慣
が

残
っ

て

い

た
の

は

た

し
か

で

あ

る
。

い

や、

場
所
に

よ
っ

て

は
、

か

な

り

最
近

ま

で

音
読
の

習
慣
が

保
た

れ

て

い

た

ら

し
い

。

と

い

う
の

も、

平

成
八

年
（
一

九

九

六

年
）

十
二

月
七

日
、

福
沢
諭
吉
協
会
の

招
聘
に

あ
つ

か

り、

銀

座
の

交
詢
社
に

お

も

む

い

て

講
演
に

及

ん

だ

と

き、

司

会
の

服
部
禮
次
郎
氏
か

ら

「

つ

い

数
年
前
ま

で、

こ

こ

交
詢
社
の

図

書
室
に

は

〈

音
読
禁
止
〉

の

看
板
が

立
っ

て

い

た
」

と

お

教
え

い

た

だ

い

た

か

ら

で

あ

る
。

お

そ

ら

く、

年
輩
の

方
々

が

図
書

室
で

新
聞

や

ら

書
籍
や

ら

を

音
読
な

さ
っ

て

い

た

の

だ

ろ

う
。

そ

の

方
々

が
立

日

読
の

習
慣
を

身
に

つ

け

て

い

た

と

な

れ

ば、

昭

和
初
期
に

も
、

音
読
を

重

視
し

た

教
育
が

行
な

わ

れ

て

い

た

か

と

想
像
す
る
。

　
も
っ

と

も、

過

去
は

あ

く

ま

で

過
去
に

す
ぎ

ず、

現

今、

音
読
は

ま

っ

た

く

軽
視

さ

れ

る

よ

う

に

な

り、

ま

し

て

や

音
読
を

通
じ

て

の

暗
記
と

な

る

と、

ほ

と

ん

ど

消

滅
し

た

に

近
い

の

が

実
情
だ

ろ

う。

高
校
一

年
生

に

な
っ

た

私
の

娘
の

勉
強
ぶ

り

を37
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明

星

大

学
研
究
紀
要
【

β

本
文

化
学
科
・一

口

請

史
化

学

科】

第
八

サ

　
ニ

つ

00

年

見

て

い

て

も、

音
読
し

て

暗

記

す

る

の

は

例
の

『

L
左

日

記
』

『

枕
草

子
』

『

徒
然

草
』

の

胃

頭
や

玩

万

葉
集
』

の

有
名
な

歌
の

み

で、

た

ま

に

英
語
の

例
文
を

暗
謡
す

る

程
度

。

漢
文
の

訓
読
文

を

暗
誦
す

る

こ

と

は
、

度
慈

な

い

し、

ま

し

て

や

そ

の

訓

読

文
に

よ
っ

て

原
文

を

復
原
す

る

な

ど

考
え

ら

れ

も

し

な
い
。

毎
年
六

月、

こ

こ

明

星

大

学
の

学
生

が

教
育
実
習

に

出
向
く

た

び

に
、

そ

の

研
究
授
業
を

参
観
し

に

い

く

が
、

中
学
生

や同
同

校
生

に

繰
り

返
し

音
読

さ

せ

る

場
面

は

目

に

し

た

こ

と

が

な
い

。

鳴
呼、
立

臼

読
の

伝
続
は

姿
を

消
し

て

し

ま
っ

た

の

だ
。

こ

れ

で

は
、

い

か

に

訓
読
が

記

憶
術
と

し

て

の

威
力
を

備
え

て

い

た

と

し

て

も、

も

は

や

宝
の

持
ち

腐
れ

と

い

う

も

の

だ

ろ

う。

　

た

だ

し、

現

代
に

お

い

て

も、

訓
献

眠

を

記
倍階
術
L
」

し

て

用

い

た

経
験
の

あ

る

人

物

が

い

な

い

こ

と

は

な

い
。

そ
の

人
物…
と

は、

ほ

か

で

も

な
い
、

か

く

言
う
こ

の

私旧
で

あ

る。

十
数
年
前、

台
湾
大

学
で

学
ん

で

い

た

と

き

の

こ

と
。

「．
李
商
隠
詩
専
題
討

論
」

と
い

う

授
業
が

あ

っ

た
。

担
当
は、

師
範
大

学
か

ら

御
出
講
く

だ

さ

っ

て

い

た

汪

中
教
授
で

あ

る
。

ま

も

な

く

学
年
末
の

試
験

と

い

う
と

き、

血

の

気
が

ひ

く
よ

う

な

情
報
が

畔
に

入
っ

た
。

そ

れ

は

へ

例
年、

李
商
隠
の

詩
に

つ

い

て
、

か

な

り

大
き

な

構
え

の

問
題
が

出
さ

れ

る
。

李
商
隠
の

詩
を

能
う

る

か

ぎ

り

暗
記
し、

答
案

に

引

用

す
る

詩
の

数
が

多
け

れ

ば

多
い

ほ

ど

得
点

が亠
咼

く

な

る
V

と

い

う

情
報
だ

っ

た
。

試
験
ま

で

三

週

間。

私
は

た

だ

ち

に

暗
記

に

と

り

か

か

っ

た

が、

御
承
知
の

と
お

り、

李
商
隠
の

詩
は

難
解
な

も

の

が

多
い

。

た

と

え

中
国

語
で

暗
記
し

て

も、

数
目

す

る

と、

す

ぐ

に

い

く

つ

か

の

字
が

あ

や

ふ

や

に

な

り、

果
た

し

て

何
を

詠
じ

て

い

る

詩

な
の

か
、

心

も

と

な

く

な

る
。

そ

こ

で
一

計
を

案
じ

て

取
り

組
ん

だ

の

が
、

訓
読
文

の

暗
記
で

あ
っ

た
。

中
国

語
で

暗

記
す
る

と

同
時
に

訓
読
文

も

覚
え

る

の

で

あ

る

か

ら
、

い

さ
山
c

か

負
担
が

重
い

が
、

中
国

語
の

発

音
で

は

記

憶
が

薄
れ

た

字
句
も、

訓

読
文

さ
・
え

思
い

黒
井
巳

れ

ば、

な

ん

と

か

原

文

を

脳
裏
に

再
生

で

き

る

の

で

あ

る
。

な

に

し

ろ、

訓
読
で

き

れ

ぱ、

お

お

よ

そ

の

意
味
は

見
当
が

つ

く
の

だ

か

ら、

な

か

な

38

か

強
い

味
方
だ

。

も
っ

と

も、

そ

ん

な

調
子

ゆ

え、

三

週

間
で

暗
記

で

き

た

の

は、

わ

ず
か
．

…
十
首

。

大
学
院
で

と

も
に

学
ん

で

い

た

あ

る

台

湾
人

の

女

子

学
生

な

ど、

試
験
の

当

日、
 

青

首
が

目

標
だ

っ

た

の

に、

九

十
首
し

か

覚
え

ら

れ

な

か

っ

た
」

と

嘆
い

て

い

た

ほ

ど

だ
。

結
果

は

予

想
が

つ

く

だ

ろ

う
。

私
の

得

点
は

七

十
二

点
。

大

学
院
生

の

合
格
基
準
点

は

七

十
点
で

あ

る

か

ら、

や

っ

と

合
格
し

た

に

す

ぎ

な
い

。

し

か

も
、

人
フ

や

私
も

教
曲
慣

に

立

つ

身
q

と

な

れ

ば
、

七
L

⊥
．

占
崩

が

ど

の

よ

う
な

点
数
か

は

容
易
に

想
像

で

き

る
。

た

ぶ

ん、

実
際

は

不
ム
［

格
だ
っ

た

の

だ

ろ

う
。

温

情
で

合

格
さ

せ

て

く

れ

た

と

し
か

思
え

な

い
。

お

そ

ら
・

＼

汪

中
教
授

は

お

迷
い

に

な
っ

た

あ

げ

く、

基

準
点

の

七

↑
点
で

ム
凵

格
で

は

い

か

に

も

わ

ざ

と

ら

し
い

の

で
、

も
っ

と

も

ら

し

く
二

点
を

加

え

て

く

だ

さ
っ

た
の

だ。

し

か

し、

結

果
は

は

か

ば

か

し

く

な

か
っ

た

と

は
い

え、

私
が

訓

読
を

原
詩
の

暗
記
に

利
用
し

た

の

は、

掛
け

値
な

し

の

事
実
で

あ

る
。

そ

の

と

き

は

合
格
点
を

も

ら
っ

て

喜

ん

で

い

た

だ

け
で
、

訓

読

が

実

は

記

憶
術
と

し

て

発
達
し

て

き

た

も
の

だ

と

は、

つ

ゆ

考
え

て

も

み

な

か

っ

た

が。

　

む

ろ

ん
、

二

の

よ

う

な

体
験
を

通

じ

て

訓

読

が

記

憶
術

と

し

て

役

立
つ

こ

と

を

知

っ

て

い

る

の

は、

多
少
と

も

本
腰
を

入

れ

て

古

典

中
国

語

す

な

わ

ち

漢

文

を

勉
強
す

る

必

要

に

迫
ら

れ

た

者
だ

け
で

あ

り、

そ

れ

を
一

般
論
と

し

て

主

張
す
ろ

つ

も

り

は

亳

も

な
い

。

少

な

く

と

も

現

行
の

教
育
風

潮
の

な

か

で

は、

暗
誦
は

不

要

と

さ

れ、

訓

読

は

記
憶
術
と

し

て

活
用

さ

れ

る

場
を

失
っ

て

し

ま
っ

て

い

る

の

で

あ

る
。

四

　
で

は、

ど

こ

に

訓

読
の

生

き

る

場

を

見

出
だ

す
か
。

世
間
で

音

読

重

視
の

声
が

高

ま

り、

漢
文
教
育
の

重

要
性
が

再
認

識
さ

れ

れ

ば、

訓
読
は

容
劫
に

そ

の

地

歩
を

同

復
す

る

こ

と

が

で

き

る
。

し

か

し
、

当

面

は、

い

ず
れ

も

望

み

薄
の

よ

う

だ
。

と

す

れ

ば、

訓
読
は、

さ

し

あ

た

り
の

有
在

意
義
を

主

張
し

て

生

き

残

り

を

図
り
、

い

つ
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の

日

に

か

重
要
性
を

再
認
知

さ

れ

る

ま

で、

隠
忍
自
重
の

歳
月

を

送
ら

ざ

る

を

得
ま

い
。

以

下、

訓
読
が

暫
く

記
憶
術
と

し

て

の

価
値
を

失
っ

て

は
い

る

と

し

て

も
、

な

お

か

つ

保
ち

続
け

て

い

る

存
在
意
義
に

つ

い

て
、

私
見
を

述
べ

る

こ

と

と

す
る。

　

第
一

は、

漢
文
す
な

わ

ち

古
典
中
国
語
の

解
釈
手
段
と

し

て

の

有
効
性
で

あ

る
。

「

訓
読
は

記
憶
術
だ
。

翻
訳

で

は

な

い
」

と

言
い

な

が

ら、

解
釈
と

し
て

の

有
効
性

を

言
い

立

て

る

の

は

矛
盾
し

て

聞
こ

え

る

か

も

し

れ

な

い

が、

実
は

さ

に

あ

ら

ず
。

私
は

「

訓
読
を

翻
訳
と

規
定
す

る

と
、

ど

う

し

て

も

説
明
で

き

な

い

部
分
や

説
明
に

無
理

の

く

る

部
分
が

残
る

。

し

た

が

っ

て、

記
憶
術
と

規
定
す
る

ほ

う

が
ム
ロ

理

的

だ
」

と

主
張
し
て

い

る

の

で

あ

り
、

解
釈
・

翻
訳
と

し

て

役
に

立

た

な

い

と

は

言
っ

て

い

な

い
。

そ

れ

ど
こ

ろ

か
、

現
に

別
稿
で

示

し

た

ご

と

く、
『

論
語
』

の

あ

る
一

節
を

例
と

す

れ

ば、

訓
読
の

解
釈
・

翻
訳

と

し

て

の

有
効
率
は

九
二

．

五

％

に

達

す （
翻

。

経
験
の

う
え

で

も、

多
少

な

り

と

も

訓
読
の

世

話
に

な
っ

た
こ

と

が

あ

れ

ば、

そ

の

解
釈
・

翻
訳
と

し

て

の

有
効
性
は

自
明
の

理

だ

ろ

う
。

理

論
上
は

記
憶
術
だ

と

規
定
し

て

お

く
の

が

合
理

的
だ

と

し

て

も、

実
用
上

は

解
釈
手
段
だ

と

考
え

て

お

い

て
、

さ

ほ

ど

支
障
を

来
た

さ

な

い

の

で

あ

る
。

事
実、

一

般
に

は、

だ

れ

も

が

訓
読

を

通
じ

て

古
典
中
国

語
を

解
釈
し

て

き

た

し
、

ま
た、

現

在
で

も

訓
読
文

を

頼
っ

て

理

解
し

て

い

る

で

は

な

い

か
。

　

も

ち

ろ

ん、

一

〇

〇
％

で

は

な

く、

九
二

・

五

％
で

は、

不

安
を

拭
い

き

れ

ま

い
。

「

さ

ほ

ど

支
障
を

来
た

さ

な

い
」

と

い

う

よ

う

な

言
い

方
に

胡
散
臭
さ

を

感
じ

る

向

き

も

あ

ろ

う
。

た

と

え

O
・
一

％

と

い

え

ど

も

有
効
性
が

疑
わ

れ

る

な

ら

ば、

理

論

的
に

は

欠
陥
品

で

あ

る
。

け

れ

ど

も、

よ

く

よ

く

考
え

て

み

れ

ば、

漢
文

に

は

紀
元

前
数
百

年
に

成
・

た

書
物
さ

え

数
多
く

含
ま

れ

て

い

る

の

だ
。

い

わ

ゆ

る

四

書
五

経

や

諸
子

百

家
の

書
は、

す
べ

て

紀
元

前
の

書
物
で

あ
る

。

こ

の

よ

う

な

外
国
の

古
典

を

ほ

ぼ

九
割
の

有
効
率
で

解
釈
し

得
る

と

な

れ

ば、

す

ぐ

れ

た

手
段
と

し

て

珍
重
．

保
存
す

る

の

が

当

然
で

あ

ろ

う
。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

つ

い

て

考
え

て

み

れ

ば

よ

い
。

プ

現
代
に

お

け
る

漢
文
訓
読
の

意

義

古
田

島
洋

介

ラ

ト

ン

が

書
き

残
し

た

ソ

ク

ラ

テ

ス

の

言

辞
を

原
文
で

理

解
す
る

た

め

に、

我
々

は

ど

れ

ほ

ど
の

努
力
を

要
す

る

こ

と

か
。

難
解
き

わ

ま

る

古
典
ギ

リ

シ

ア

語
と

格
闘
の

す
え

誤

読
・

誤
訳
の

山
を

築
き、

結
局
は

翻
訳

で

読
む

し

か

な
い

と

あ

き

ら

め

る

の

が
一

般
で

は

な

い

か
。

こ

れ

と

比

較
す

る

と

き、

多
少
は

不

明
確
な

点
を

残
し

つ

つ

も
、

弟
子

た

ち

が

師
た

る

孔
子

の

言
行
を

記
録
し

た

『

論
語
』

を

原

文

の

ま

ま

訓

読

を

添
え

て

読
め

る

幸
せ

に

想
い

を

致
さ

ざ

る

を

得
な

い

の

で

あ
る
。

　

し

ば

し

ば

「

中
国

人

は

日

本
の

訓
読
を

学
ん

で、

始
め

て

自
分
た

ち
の

古
典
詩
文

の

正

確
な

意
味
を

知

る
」

と

言
わ

れ

る

の

も
、

や

は

り

訓
読
の

解
釈
法
と

し

て

の

優

秀
さ

を

示
し

て

い

よ

う。

原
田

種
成
氏

も
、

あ

る

中
国
人
の

大

学
院
生

が

訓
読
の

解

釈
手
段
と

し

て

の

有
効
性
に

感
心

し、
「

自
分
た

ち

は

古

典
を

中
国

音
で

音
読
す

る

こ

と

が

で

き

る
。

し

か

し、

往
々

に

し

て

自
ら

欺
く

こ

と

が

あ

り、

助
詞
な

ど
い

い

加
減
に

飛

ば

し

て

読
む

こ

と

が

あ

る
。

し

か

し

日

本
式
の

訓
読
で

は、
「

欲
」

「

将
」

「

当
」

「

謂
」

な

ど

の

字
が

、

ど
こ

ま

で

管
到
し

て

（

か

か

っ

て
）

い

る

か
、

ど

の

字

か

ら

返
っ

て

読
む
か
、

　一

字
も
い

い

か

げ
ん

に

で

き

ず
正

確

に

読
ま

な

け

れ

ば

な

ら

な

ど
と

言
・

た

話
を

伝
え

て

い

魂
。

私
も
友
人
の

中
国
人

か

ら、

百
本
入
の

訓

読
を

参
考
に

し

た

結
果、

小

さ

い

こ

ろ

か

ら

ず
・

と

思
い

込

ん

で

い

た

『

論
詆
叩

』

の

一

節
の

意
味
が
、

実
は

誤
解
だ

と
わ

か

っ

た
L

な

ど

と

い

う

類
の

話
を

少

な

か

ら

ず

耳
に

す
る

。

訓
読
が

解
釈
手
段
と

し

て

有
効
な
こ

と

は

否
定
で

き

ま

い
。

　

た

だ

し、

日

本
人

と

て
、

日

本
の

古
典
を

き

ち
ん

と

理
解
で

き

る

も
の

で

は

な

く、

英

訳
を

読
ん

で

始
め

て

正

確
な

意
味
を

知
る

と

い

う

場
合
も

少
な

く

な
い

。

だ

れ

し

も

母

国
語
で

書
か

れ

た

古
典
は、

つ

い

わ
か

っ

た

よ

う

な

気
に

な
っ

て

し

ま

う
も

の

で、

特
に

専
門
的
に

勉
強
し

た

経
験
が

な

け
れ

ば

正

確
に

は

理

解
し

て

い

な

い

こ

と

も

多
く、

外
国
語

訳
を

通

じ

て

理
解
を

新
た

に

す
る

の

は

人
の

よ

く

経
験
す
る

と
こ

ろ

で

あ

る
。

し

た

が

っ

て、

中
国

人
が

訓
読
の

有
効
性
を

認

め

た

か

ら

と

い

っ

て、

手

放
し

で

喜
ん

で

よ

い

か

ど

う

か、

多
少
の

譲
歩
が

必

要
だ

ろ

う
。
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明

星
人

学

酬

究

紀
要
【
凵

本
文
化
学

科
・
習

語
文
化
学

科】
第

八

弓
　
「
00Q

年

　

け

れ

ど

も、

よ

し

ん

ば

訓
読

に

対
す
る

中

国

人
の

賞
賛
を

話
半
分
に

受
け

取

る

と

し

て

も、

訓

読
の

文

法
分
析
能
力

に

つ

い

て

だ

け

は

疑
い

を

差

し

は

さ

む
余

地

が

あ

る

ま

い
。

返

り

点
と

は

古
典

中
国

語
の

構
造
を

日

本
語
の

構
造
に

変
換
す
る

た

め
の

簿
審
な
の

だ

か

ら、

返

り

点
を

児
れ

ば

原

文

の

文

法
構
造
の

あ

ら

ま

し

が

わ

か

る

の

で

あ

る
。

な

ぜ

動

詞
の

下
の

二

字
を

先
に

読

ん

で

か

ら、

＝
一
点
に

よ
っ

て

ヒ

の

動

詞
に

返

る

の

か

と

言

え

ば、

そ

れ

は

動
詞
の

下
に

二

宇
の

睡
的
語
が

着

い

て

い

る

か

ら

だ
。

要
す
る

に、

そ

の

種

の
…

二

点
は

、

動

詞
と

目

的

語
と

の

切
れ

目

を

示

し

て

い

る

の

で

あ

る
。

ま

た、

漢
字
は、

そ

の

性
質
上

、

品

詞
が

不
明

確
な

憾
み

が

あ

る

が、

送
り

仮
名
を

付
け

て

読
め

ば、

晶

詞
も

お

お

む
ね

明
ら
か

に

な

る
。
一、
之
L

に、

送
り

仮
名
が

な

け

れ

ば

ふ

つ

う
は

助
詞
「

の
」

、

送
り

仮
名
「

に
」

竺．
を
L

が

付

い

て

い

れ

ば

代
名
詞
の

類
で

「
こ

れ
」 、

送

り

仮
名
「

く
」

が

付
け

て

あ

れ

ば

動一
詞

「

ゆ

く
」

と

い

う

具
台
だ。

む

ろ

ん
、

時
と

し

て

多
少

の

無
理

が

生

ず
る

の

は

し

か

た

な
い

。

た

と
・
凡

ば、

古
典
中
国

語

と

し

て

は

助
動
詞

と

し

か

思
え

な
い

「

得
一

を、

動
詞
の

ご

と

く

「

…

…
す
る

こ

と

を

得
た

り
」

と

読
ん

だ

り

も

す
る

。

し

か

し、

そ

の

よ

う

な

品

詞
の

ず

れ

が

生

じ

る

の

も、

全

体
か

ら

見
れ

ば

き

わ

め

て

低
い

比

率
に

と

ど

ま

る

こ

と

は、

我
々

が

経
験
を

通

じ

て

知

る

と
こ

ろ
で

あ

ろ

う。

何
か

と

不

便

が

つ

き

ま

と

う

と

は

い

え
、

諸
橋
轍
次
『

大

漢
和
辞
典
』

〔

大

修
館
書
店
）

が

今

日

で

も

揺
る

ぎ

な

い

価
値
を

有
し

て

い

る

の

は、

採
録
さ

れ

た

漢
字
・

語
彙
の

豊
富
さ

も

さ

る
こ

と

な

が

ら、

用
例
に

返

り

点

が

付
い

て

い

る
か

ら

で

は

な
い

の

か
。

返

り

点
。

送
り

仮
名
の

両
者
を

備
え

た

『 ．
広
漢
和
辞
典
』

（
大

修
館
書
店
）

が

至

便
の

辞

典
で

あ

る

こ

と

は、

改
め

て

言
う

ま

で

も

な

か

ろ

う。

　

臼

木
人
が

多
少
と

も

漢
文
と

付
き

合
わ

ざ

る

を

得
な

い

か

ぎ

り、

そ

の

解
釈
と
し

て

の

右冂
効
性、

そ

の

文
法
分
析
能
力
17宀
つ

い

て

は、

異
払

珊

の

余
地
が

あ

る

ま

い

と

思

わ
れ

る
。
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第
二

は、

漢
文
訓
拙

祝

が

生

ん

だ測
訓
款

醒雨
衣

現
の

重

要
性
で

あ

る
。

訓
嬰
削

に

用
い

ら

れ

る

言
い

回

し

が

展
の

口

本

語
の

な

か

に

持
ち

込

ま

れ、

歪
の

表
現

と

し

て

成
立

し

て

い

る

場
合
が

少
な

く

な
い

。

こ

の

よ

う
な

表
現

す

な

わ

ち

訓
読
表
現

が

日

本
語

の

な
か

で

果

た

し

て

き

た

役
割
は

決
し

て

無
視

で

き

な
い

だ

ろ

う
。

ふ

つ

う、

漢
文

訓
読
と

日

本
語
の

関
係
と

な

る

と、

た

だ

ち
に

漢

語
や

故

事
成
語
に

目
が

注
が

れ

る。

そ

れ

は

決
し

て

誤
り

で

は

な

く、

今
な

お

日

本
人

が

大
量
の

漢
語
を

使

用
し、

時
に

故
事
成
語
を

用
い

る

こ

と

を

想

え

ば、

誤
り

ど

こ

ろ

か、

い

く

ら

強
調

し

て

も

強

調

し

す

ぎ

る

こ

と

な

き

重

要

な

事
実
で

あ

る
。

け

れ

ど

も、
一

面、

漢
文

訓

読
と

漢

語
．

故
事
成
語
と

の

関
連
は

あ

ま

り

に

見
や

す
い

事・
実
で

あ

る

だ

け

に、

今
さ

ら

言

挙
げ

し

て

も、

か

え
っ

て

陳・
腐

に

響
き、

ど

れ

ほ

ど

の

説
得

力

を

持
つ

か

疑
問
で

あ

る
。

そ

も

そ

も、

こ

の

事
実
が

事
の

重
要

さ

に

見

合

う

だ

け
の

説
得
力
を

以

て

迎

え

ら

れ

る

の

で

あ

れ

ば、

漢
文

訓
読
が

現
今
の

ご

と

き

窮
状
に

陥
る

こ

と

は

な
か

っ

た

は

ず

だ
。

今

日
、

日

本
語

の

な

か

に

英

語
の

語
彙
を

盛
ん

に

片
仮

名

で

取
り

入
れ

る

一

方
で、

英

語
の

学
轡
に

本
腰
を

入

れ

る

日

本
人

が

さ

し

て

増
え

も

し

な

い

と

い

う

現

状
を

見

る

に

つ

け、

ど

う

や

ら

借
坩
語

彙
に

対

す

る

認
識
を

深

め

よ

と

叫
ん

で

も、

・
・

し

た

る

効
果

は

望
め

な

い

よ

う

な

気
が

す
る
。

英

語

に

お

い

て

す
ら

呈
雌
の

如

し、

況
ん

や

漢
文
に

お

い

て

を

や
、

と

い

う

わ

け

だ
。

そ

こ

で、

こ

こ

で

は

敢
え
て

少
し

目

先
を

変
え、

訓
読
表
現
の

重
要
性
を

前

面

に

押
し

出

し

て

み

た
い

と

愚
考
す

る

の

で

あ．
る
。

　

訓

読
表
現

は、

現
代
日

本
語
に

も

数
多
く

残
っ

て

い

る
。

「

不

得
巳
…

を

訓
読
し

た
…．
巳

む

を

得

ず
」

、

「
不
得
不

V
」

の

訓
読
…．
〜

せ

ざ

る

を

得
ず
「

が

口

語
体
に

な

っ

た

「

〜
せ

ざ

る

を

得

な

い
」

な

ど

が

手
近

な

例
で

あ

ろ

う
。

「

な
か

ん
つ

く
」

も、
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「

就
中
」

の

訓
読
「

中
に

就
く

」

が

音
便
化
し

た

も

の

だ
。

い

や、

こ

う
し

た

堅
苦

し

い

表
現
ば

か

り

で

は

な

い
。

た

と

え

ば、

現
在
で

も

我
々

は

さ

し

た

る

生

硬

さ

を

感
ず
る

こ

と

な

く、
「

駅
で

待
つ

こ

と

二

十
分、

や

っ

と

友
だ

ち
が

や
っ

て

き

た
」

だ

の

「

独
走

す
る

こ

と
三

キ

卩

、

あ

と
一

息
で

ゴ

ー

ル

が

見

え

る

地

点
に

さ

し

か

か

っ

た
」

だ

の

と

書
い

た

り

す

る

だ

ろ

う。

私
見

に

よ

れ

ば、

こ

の

「

駅
で

待
つ

こ

と

二

十
分
」

「

独
走
す
る

こ

と

三

キ

ロ

」

は、

訓
読
表
現
に

由
来
す
る

言
い

回

し

か

と

思
わ

れ

る
。

つ

ま

り

「

V
＋

時
間
／

距
離
」

の

訓
法
「

〜
す
る

こ

と・．・
」

が、

一

つ

の

型
と

し

て

日

本
語
に

応
用

さ

れ

た

例
な

の

だ

ろ

う
。

「

居
三

年
」

の

訓
読
「

居
る

こ

と

三

年
」

や

「

行

三

十

里
」

の

訓
読
「

行
く
こ

と

三

十
里
」

な

ど

が、

そ

の

根
底

に

存
在
す
る
の

で

あ

る
。

　

少
し

く

時
を

さ

か

の

ぼ

り
、

明
治
時
代
に

綴
ら

れ

た

い

わ

ゆ

る

漢
文
訓
読
体
の

文

章
と

な
れ

ば、

全

篇
是

れ

訓
読
表
現

と

言
っ

て

も

誇
張
で

は

あ

る

ま

い
。

単
に

文
語

体
と

称
す
べ

き

文

章
に

も
訓
読
表
現
が

頻
出
す

る
。

こ

う

し

た

訓
読
表
現
は

、

漢
文

訓
読
に

慣
れ

親
し

ん

で

い

た

当

時
の

人
々

で

あ

れ

ば、

ま

ず
は

誤
解
す

る

こ

と

な

く

読
め

た

の

で

あ

ろ

う。

し

か

し、

漢
文

訓
読
に

習

熟
せ

ざ

る

現
代
の

我
々

は、

意
味

や

語
感
を

誤
っ

て

理

解
す

る

危
険
性
が

高
い

。

こ

の

問
題
に

つ

い

て

は、

す
で

に

拙

文

を

物
し

た

こ

と

が

あ．
軅

の

で

ご
三
で

詳
し

く

述
べ

る

つ

も

り

は

な

い

が、

；

だ

け

例
を

示

し

て

お

こ

う
。

す
べ

て

西

洋
の

食
事
は、

水
漿
を

省
き
、

り
。

特
に

小

学
校
の

童
生
の

み

な

ら
ず、

中
に

も

昼

食
は

甚
簡
易

な

る

風

俗
な

　

　

　

　
　

　

　

　

ロ
おロ

大
人

も
一

般
か

く

の

如
し

。

　
「

甚
」

「

か

く
の

如
し
」

が

い

か

に

も

漢
文

訓
読
調
だ

が、

容
易
に

理

解
で

き

る

語

句
ゆ

え、

取
り

立

て

て

騒
ぐ

ほ

ど
の

こ

と

も

な

い
。

「

水
漿
」

が

飲
み

物
の

意
だ

と

わ

か

り

さ

え

す

れ

ば、

別
し

て

取
り

上

げ

る

問
題
な

ど

な

さ

そ

う

に

見
え

る
一

節
だ

現
代
に

お

け

る

漢
文
訓
読
の

意
義

古
田

島
洋
介

ろ

う
。

け

れ

ど

も、

警
戒
す
べ

き

は、
　一

見
そ

れ

こ

そ

特
に

問

題
と

も

思
え

ぬ

「

特

に
」

な
の

だ。

断
言

し

て

も

よ

い
、

現

今
の

大

学
生

は

十
人

中

十

入

ま

で

が
、

こ

れ

を

「

と

く

に
」

と

読
み

、

な

ん

と

な

く

変
な

感
じ

だ

と

思
い

つ

つ

見
過
ご

し

て

し

ま

う
だ

ろ

う。

だ

が
、

少
し

で

も

漢
文
訓

読
を

学
ん

で

い

れ

ば、

こ

れ

を

「

た

だ

に
」

と

読
む

こ

と

は

容
易
で

あ

る
。

例
の

累
加
形
「

不

特
〜
亦
…

」

す
な

わ

ち
「

特
に

〜

の

み

な

ら

ず、

亦
た

…
」

が

多
少
の

変
型
を

こ

う

む
っ

て

用
い

ら
れ

て

い

る

だ

け

だ
。

こ

の

よ

う
な

訓
読
表
現

を

正

確
に

読
む
た

め

に

は、

漢
文

訓
読
の

知

識
が

欠
か

せ

な

い

の

で

あ

る
。

漢
語
や

故
事
成
語

と

異
な

り
、

漢
字
が

露
骨
に

ず
ら

ず
ら

並
ん

で

い

る

わ

け

で

は

な
い

の

で、

つ

い

注

意
を

怠

り
が

ち

に

な

る
。

こ

れ

が

訓
読
表
現
の

陥

穽
だ

。

　
こ

こ

で
、

さ

ら

に、

訓

読
表
現
が

英

語
の

翻
訳
に

も

用
い

ら

れ

て

い

る

こ

と

を

確

認
し

て

お

こ

う
。

英
和
辞
典
を

ぱ

ら

り

と

め

く

り、

な

じ

み

深
い

単
語

や

熟
語

を

引

く

だ

け

で

も、

い

か

に

我
々

が

漢
文
訓
読
を

頼
り

に

英
語
を

訳
し

て

い

る

か

が

わ

か

る
。

〈

巴
の

○

》
oo

＞

を

「

〜
も

ま

た
」

と

訳
す
の

は
、

「

亦
」

字
を

念
頭

に

置
い

て

い

る

か

ら

に

ほ

か

な

る

ま

い
。

〈

げ
Φ

9
σ
o

畧

8
α
oV

の

訳

「

ま

さ

に

〜
し

よ

う

と

し

て

い

る
」

は、

再
読
文

字
「

将
」

の

訓
読
「

ま

さ

に

〜
せ

ん

と

す
」

を

口

語

体
に

改

め

た

だ

け
。

関
係
代
名
詞

〈

毛

三
〇

7
＼

≦
ゴ
o
＞

な

ど

を

「

〜
す

る

と

こ

ろ

の
」

な

ど

と

訳
す

の

は
、

漢
文
に

頻
出
す

る

「

所
」

を

用

い

て

い

る

か

ら

だ
。

漢
文

の

「

所
」

の

用
法

が

わ

か
っ

て

い

れ

ば

こ

そ、

場
所
で

も

な
い

の

に

「

と
こ

ろ
」

と

い

う

語
を

用
い

る

理

由
が

納
得
で

き

る

の

で

あ

る
。

〈

コ

2
コ
oo

Φ

ω
ω

p

邑
団
V

を

「

必

ず
し

も

〜

し

な

い
」

と

訳
す

の

も、

こ

れ

が

漢
文
の

「

不
必

〜
」

（

必

ず
し

も

〜
せ

ず
）

に

相

当
す

る

表
現
だ

と

知
っ

て

い

る

か

ら

に

違
い

な

い
。

最
近
で

こ

そ

〈

口
o
け

o

巳
鴫

…

げ

三
巴
の

o
…
〉

は

「

〜
だ

け

で

な

く

…

も

ま

た
」

コ

〜
ば

か

り
で

な

く

…

も
L

な

ど

と

訳
さ

れ

て

い

る

が、

そ

の

根
底
に

漢
文
「

不
唯
〜
亦
…

」

の

訓
読
「

唯
だ

に

〜
の

み

な

ら

ず、

亦
た

…
」

が

透
け

て

見

え

る

よ

う

に

感
じ

る

の

は、

私
だ

け

で

は

な

い

だ41
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明
星
大

学
研

究
紀

要

【
q
本

文

化
学
科
・
商

語
文
化
学
科】
第
八凵
ヴ

　
一
〇
〇
〇

年

ろ

う
。

言

う

ま

で

も

な

く、

右
に

「

特
に
」

と

の

関

連
で

登

場
し

た

「

不

特
〜
亦

…
」

（
特
に

〜
の

み

な

ら

ず、

亦

た

…
）

も、

こ

れ

と

同
類
だ

。

む

ろ

ん、

禽
ぐ

袰
で

§
Φ

評
づ
○

蕚
a・

算
〉

を

必

ず

「．
階

尺

の

童

予

す

ら

之
を

知
る
一

と

訳
せ

な

ど

と

雷
っ

て

い

る

わ

け
で

は

な

い
、

け

れ

ど

も、

古

人
の

そ

の

よ

う

な

訳

文
を

目

に

し

た

と

き、

そ

れ

を

十
全

に

理

解
で

き

る

だ

け

の

知
識
は

備
え

て

い

た

ほ

う

が

よ

い

の

で

は

な

い

か
。

い

や、

い

ざ

と

な
れ

ば

そ
の

よ

う
に

訳
せ

る

可

能
性
を

も

己

れ

の

も
の

と

し

て

お

く

ほ

う
が
、

言
語

生

活

と

し

て

は

る

か

に

豊
か

だ

と

言

え

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

　

明
治
時
代
の

文

章
に

し

ば

し

ば

現
れ

る

訓

読

表
現

に

つ

い

て

は

も

ち

ろ

ん

の

こ

と、

現
代

同

本

語
に

つ

い

て

も、

英
語
の

翻
訳

に

お

い

て

も、

漢
文
訓
読
に

関
す

る

知
識

は

決
し

て

無
駄
で

な

い

の

で

あ

る
。

六

　

第．「．
は、

現

代

中
国

語
の

学
習
と

の

関
連
に

お

け

る

漢
文
訓
読
の

重

要
性
で

あ

る
。

た

だ

し、

そ

れ

を

説
く

に

先
立

ち、

い

さ

さ

か

字
句
を

費
や

し

て

お

か

ね

ば

な

る

ま

い
。

な

ぜ

な

ら
、

前
回
の

拙
稿
に

も

記
し

た

と

お

り、

現
今、

古
典
中
国

語
た

る

漢

文

も

現

代
中
国
語
で

読
む
の

が

当

然
だ

と
の

風
潮
が

ま

す

ま

す

高
ま

り、

本
来
は

漢

文
と

同

じ

中
鬮

語
で

あ

る

は

ず
の

現
代

中
国

語
こ

そ

が

訓

読
殺
し

の

急

先
鋒
だ

か

ら

だ
。

語
碩
を

転
倒
さ

せ

る

返

り

点
を

邪

道

と

し、

中
国

語
に

存
在

す
る

は

ず
も

な
い

活
用
語
尾
や

ら

助
詞
や

ら

を

付
け

る

送
り

仮
名

を

拒
否

し

て、

あ

く

ま

で

原
文

の

古

典
中
国

語
の

語
順
の

ま

ま

に

現
代
中
国
語

で

読
み

下
し

て

ゆ

く

直
読
派
が
、

訓
読
の

非

を

鳴
ら

し

て

い

る

の

で

あ

る
。

ま

ず
は

直

読
派

の

批
判
に

対

し

て

反
論
を

試
み

る

必

要
が

あ

ろ

う。

　

直
読
派
が

訓

読
を

批
判
す

る

理

由
は

い

ろ
い

ろ

あ
71呼
が
、

私
の

見
る

と

こ

ろ
、

お

お

よ

そ

次
の

＝ ．
点

に

要
約
で

き

る

の

で

は

な

い

か

と

思

う。

42

abC

訓

読
は
、

原
文

の

意
味
を

正

確
に

反

映
し

て

い

な
い

こ

と

が

あ

る
。

す

な

わ

ち、

訓
読
は

欠
陥
を

免
れ

ぬ

翻
訳

法

だ
。

古
典

た

る

『

万

葉
集
』

な

ど

を

現
代
凵

本
語
で

読
む

の

と

同

じ

く、

古

典

た

る

漢
文
も

現
代
中
国

語
で

読
む

の

が

当

然
だ。

現
代
語

を

学
ん

で

か

ら

古

典
語

を

学
ぶ

の

が
、

外
園

語
学
習
の

常
道
だ。

現
代
語
を

知
ら

ず

し

て、

い

き

な

り

古
典
語
を

学
ぼ

う
と

す
る

訓

読
は、

外

国
語
学
習
と

し

て

邪
道

で

あ

る。

　

以

ド、

一

つ

ず
つ

検
討
を

加
え

て

い

こ

う。

ま

ず
a

で

あ

る

が、

こ

れ

に

つ

い

て

は

贅
言
を

要
す

ま

い
。

本
誌
に

連
載
し

た

拙
稿
’6
繰
り

返
し

強
調

し
て

き

た

と

お

り、

少
な

く

と

も

現

行

の

訓
読
は
、

翻
訳

法
で

は

な

く、

記

億
術
と

理

解
す

る

の

が

合
理

的
だ

か

ら

だ
。

翻
訳
法
で

な

い

訓
読
を、

翻
訳

法
と

し

て

欠
陥
あ

り

と

非
難

し

て

み

て

も
、

見

当
違
い

な

の

で

あ

る
。

先
に

述
べ

た

ご

と

く、

実
用
的
に

は

翻
訳

と

し
て

の

有
効
性
を

否
定
す

る

わ

け

で

は

な

く、

理
論
的
に

は

記

憶
術
と

捉
え

る

の

が

正

し

い

は

ず

だ

と

主

張
し

て

い

る

の

で

あ

る

が
。

次

に

票
、

あ

る

が
、

こ

れ

竺
見
い

か

に

も

自
然
な

論
法
だ

け

に、

な
か

な

か

説

得
力
が

あ

る
。

現
に

直

読
派
の

人
々

は

こ

の

論
法

を

金
科
玉

条
と

し

て

い

る

ら

し
・

＼

か

つ

て

出

逢
っ

た

直
読
派
の

人

も、
「

た

し

か

に

現
代
中
国

語
は、

古

典
中

国
語

と

は

発
音
が

違
う
。

け

れ

ど

も、

現
代
の

日

本
人
が

「

万

葉
集
』

を

読
む

と

き

も、

古

代

の

奈
良
方
言

で

読
む

わ

け

で

は

な

い
。

古
典
中

国
語
た

る

漢
文

を

現

代

中

国

語
で

読
む

の

も、

そ

れ

と

同
じ

理

屈
だ
」

と

言
っ

て

い

た
。

し

か

し、

よ

く

よ

く

考
え

て

み

る

と、

こ

の

b
の

論
法
に

は

疑
念

が

つ

き

ま

と

う。

試

み

に

主

語

を

補
っ

て

み

よ

う．、

甲
「

日

本
人

が

古
曲
ハ

た

る

『

万

葉
集
』

な

ど

を

現

代

日

本
語
で

読

む

の

と

同

じ

く
、

中
国

人

が

古

典
た

る

漢
文
を

現

代
中
国

語

で

読
む
の

は

当
然
だ
」

と

い

う

の

で
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あ

れ

ば、

こ

れ

は

立

派
な

対
比
と

し
て

成
り

立

つ
。

現
代
日

本
人
と

日

本
古
典
と

の

距
離
と、

現

代

中
国

人
と

中
国

古
典
と

の

距
離
は、

具

体
的
に

は

と

も
か

く、

抽
象

的
に

は

同
一

と

見

な

せ

る

か

ら

だ
。

し

か

し、

我
々

が

b
の

文

章
を

読
め

ぱ、

こ

う

は

受
け

取
る

ま

い
。

文
章
の

後
半
に

あ

る

助
詞
「

も
」

が

遺
憾
な

く

威
力

を

発
揮
し、

乙

「

日

本
人
は、

古
典
た

る

『

万

葉
集
』

な
ど

を

現
代
日

本
語
で

読
む

の

と

同
じ

く、

古
典
た

る

漢
文
も

現
代
中
国

語
で

読
む
の

が

当

然
だ
」

と

理

解
す
る

だ

ろ

う
。

b
を

主
張
す

る

人
々

も
、

こ

の

意
味
で

言
っ

て

い

る

は

ず
だ
。

と

こ

ろ

が
、

甲
と

乙

を

つ

ら
つ

ら

見
比
べ

て

み

れ

ば、

乙

が

い

さ

さ

か

強
引

な

論
法
だ

と

わ

か

る

だ

ろ

う。

現

代
日

本
人
と

日

本
古
典
と

の

距
離
と、

現
代
日

本
人
と

中
国

古
典
と

の

距
離
は、

具

体
的
に

も

抽
象
的
に

も、

と

て

も

同
一

と

は

見
な

せ

な
い

か

ら

だ
。

同
一

と

見

な

せ

る

の

は、

現
代
日

本
人

と

現
代
中
国

人
が

等
価
に

な
っ

た

と

き

だ

け
で

あ

る
。

そ

の

た

め

に

は、

現

代
日

本
人
で

あ

り

な

が

ら、

現

代
中
国
人
と

ま
っ

た

く

同
等
の

中
国

語
力
を

有
す
る

人

物
を

想
定
し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
。

だ

が
、

実
際
に

は、

そ

ん

な

人

物
な

ど
い

る

は

ず
も

な

い
。

む

ろ

ん、

枉
が

り

な

り

に

も

中
国
語
を

し
ゃ

べ

っ

て

み

せ

れ

ば、

中
国
人
は

「

お

じ
ょ

う
ず
で

す
ね。

中
国
人

と

変
わ

り

ま

せ

ん
」

と

ほ

め

て

く

れ

る
。

し

か

し、

こ

れ

が
｝

種
の

お

世

辞
で

あ

る

こ

と

は

言
う

ま

で

も

な

い
。

ふ

つ

う
の

会
話
を

し

て

い

る

か

ぎ
り

中
国

入

と

ま
っ

た

く

見
分
け

が
つ

か

な

い

ほ

ど

中
国
語
を

流
暢
に

話
す

日

本
入

が

い

る

乙

と

は

た

し

か

で

あ

る
。

け

れ

ど

も
、

幼
い

こ

ろ

か

ら

習

い

覚
え

た

母

国
語
と

、

懸
命
に

努
力

し

た

す
え

に

身
に

着
け

た

外
国
語

と

の

あ
い

だ

に

は、

ど

こ

か

に

決
し

て

埋

ま

ら

な

い

溝
が

あ

る
。

少
な

く

と

も、

外

国
語
に

対
し

て

は、

そ

の

よ

う
な

畏
れ

を

抱
い

て

い

な

け

れ

ば

な

る

ま

い
。

そ

れ

を

自
覚
し

な

い

と

な

れ

ば、

傲
慢
と

し

か

言
い

よ

う

が

な
い

だ

ろ

う
。

　

し

か

も、

た

と

え

本
当
に

中
国

人
と

ま
っ

た

く

同

等
の

中
国
語
能
力

を

持
つ

日

本

人

が

い

た

と

し

て

も、

b
の

論
法

を

正

当
化
す
る
こ

と

は

で

き

な

い
。

な

ぜ

な

ら、

そ

の

場
合
で

も、
「

読
む
」

と

は

発
音
す

る

と

い

う
こ

と

に

す
ぎ
ず、

読
ん

で

理

解

現
代
に

お

け

る

漠
文
訓
読
の

意
義

占
田

島
洋
介

す
る

こ

と

と

は

別
物
だ
か

ら

だ
。

も

し

中
国

人

が

現
代
中
国

語
で

発
音
し

た

と

た

ん
、

な
ん

ら

苦
も

な

く

中
国

古
典
を

理

解
で

き

る

の

で

あ

れ

ば、

な

ぜ

古
代

か

ら

あ

れ

だ

け

膨
大

な

訓
詁
注
釈
が

作
成
さ

れ
、

現
今
に

至
っ

て

も

現

代
中
国
語
に

よ

る

古
曲ハ
作

品
の

翻
訳

が

次
々

に

出
版
さ

れ

て

い

る

の

か
、

と

う
て

い

説
明
が

つ

く

ま

い
。

中
国

の

大

学
で

古
典
文
学
を

講
じ

る

教
授
た

ち

も、

と

う

に

失

業
の

憂
き

目
に

遭
っ

て

い

る

は

ず
だ

。

つ

ま

り、

b
に

見
え

る

「

読
む
」

と

は、

取
り

あ

え

ず
は

発
音
手
段
を

意
味
し

て

い

る

の

で

あ

り、

必

ず
し
も

解
釈
手
段
を

意
味
し

て

い

る

わ

け

で

は

な
い

の

で

あ

る
。

　
誤
解
の

な
い

よ

う
断

っ

て

お

く
が
、

漢
文

を

現
代
中
国

語
で

発
音
し

て

も

無
駄

だ

と

決
め

つ

け

る

つ

も

り

は

毛
頭
な

い
。

一

字
一

音
の

中
国

語
が

か

も

し

だ

す

律
動
感

は

と

う

て

い

訓
読
で

は

味
わ

え

ず、

現
代
中
国
語

の

語
感
に

よ

っ

て

こ

そ

始
め

て

語

気
が

明
確
に

な

る

語
句
や

表
現
も

少
な

く

な

い
。

訓
読
派
の
一

部
の

人
々

が

「

現
代

中
国
語
で

漢
文
を

発
音
し

て

も、

お

経
を

棒
読
み

し

て

い

る

の

と

同
じ
で
、

ま
っ

た

く

意
味
が

な

い

」

と

言
っ

て

い

る

の

は
、

あ

ら

れ

も

な

い

嘘
で

あ

る
。

し

か

し
、

そ

れ

と

同

様
に
、

直
読
派
の
一

部
の

人
々

が

「

訓
読
で

は

古
典

中

国

語
の

正

し

い

意
味

が

わ

か

ら

な
い

」

と

言
う
の

も、

や

は

り

嘘
な

の

で

あ

る
。

事
実、

直
読
派
の

人
々

と

て
、

中
国

古
曲ハ
を

解
釈
す
る

さ

い
、

訓
読
を

ほ

ど
こ

し

た

書
物
を

も

参
考
に

す
る

の

が

通

例
で

は

な
い

か
。

御
芳
名
を

明
か

す

の

は

は

ば

か

ら

れ

る

が、

さ

る

雑
誌
の

対
談
で

「

訓
読
に

対
し

て

は

厳
し
い

態
度
を

取
ら

ざ

る

を

得
な

い

」

と

の

意
見
を

表

明
し

て

い

る

中
国

文
学
研
究
者
の

某
氏
も、

あ

る

と

き

酒
席
で

実
際
の

と
こ

ろ

を

伺

ワ

て

み

る

と、
「

現
代
中
国

語
の

語
感
で

理

解
で

き

る

文
字
は、

語
順
の

ま

ま

読
む

だ

け

で
、

こ

と

さ

ら

返

り

点
な

ど

打
っ

て

訓
読
す
る
こ

と

は

な
い

。

け

れ

ど

も、

難

所
に

ぶ

つ

か

っ

た

と

き

は
、

訓
読
し

た

ら

ど

う
な

る

か

と

考

え

て

み

る
」

と

言
っ

て

い

た
。

や

は

り、

訓
読
が

解
釈
手
段
と

し

て

有
効
な
こ

と

は、

紛
う
方
な

き

事
実
な

の

で

あ

る
。
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明

早

大
学、
研
究
紀

要
【

日

本
文

化

学

科
・
言

語
文
化
学
科】

第
八

号

　
一
〇

GO

年

　

要

す

る

に、

我
々

凵

本
人

に

は、

漢
文

の

発
音
手
段

と

し

て

訓

読
と

現
代
中
国

語

の

二

種
が

あ

り、

解
釈
手
段
と

し

て

も

訓

読
と

現
代
中
国
語
の

二

種
が

存
在
す

る

の

で

あ

る
。

好

聖．」
好
ま

ざ

る

と

に

か

か

わ

ら

ず、

こ

れ

は

歴
史
の

ゆ

き

か

が

り
が

も

た

ら

し

た

厳
然
た

る

事
実
だ

。

い

ず
れ

を

採
っ

て

漢
文
に

臨
む

か

は、

個
入

の

裁
量

に

ゆ

だ

ね

る

し

か

あ

る

ま
い

。

当

然
、

現
代
中

国

語

で

発

音
し
、

訓
読
で

解
釈
す

る

こ

と

も

あ

り

う

る
。

現

代
中
国
語

と

訓
読
の

双

方
で

発

音
し、

さ

ら

に

双

方
を

通
じ

て

颪

確
な

解
釈
を

期
す

る

場
合

も

あ

る

だ

ろ

う。

訓
読

と

直

読
は
、

補
完
の

関
係
に

こ

そ

あ

れ、

決
し

て

矛
盾
す
る

も

の

で

は

な

い

の

だ
。

要
は、

結
果
と

し

て

止

し

い

解
釈
が

な

さ

れ

れ

ば

よ

い

わ

け

で

あ

る
。

　

で

は

c

は

ど

う
か

。

失

礼
な
が

ら、

こ

れ

は

俗
耳
に

入

り

や

す
い

妄
説
に

す
ぎ

な

い

と

い

う

の

が

率
直
な

感
想
で

あ

る
。

た

し
か

に
、

英
語
や

フ

ラ

ン

ス

語
に

か

ぎ

ら

ず、

ほ

と

ん
R、
し

す
べ

て

の

外
国
語
学
習
が

現
代
語
か

ら

占
典

語
へ

と

向

か

う。

こ

れ

は

常
道

と

い

う
よ

り

も、

実
情
と

呼
ぶ

べ

き

で

あ

ろ

う
。

け

れ

ど

も、

そ

れ

と

は

逆

の

実
情
が

存
在
す
る

こ

と

も

忘
れ

て

は

な

る

ま

い
．

ラ

テ

ン

語
や

ギ

リ

シ

ア

語

を

学

ぶ

場
合、

イ

タ

リ

ァ

語
・

ス

ペ

ノー
ン

語

や

フ

ラ

ン

ス

語
を

学
ん

で

か

ら

ラ

テ

ン

語

を

学
習

す
る

と

は
か

ぎ

ら

ず、

現
代
ギ

リ

シ

ア

語

を

修
め

て

か

ら

古

典
ギ

リ

シ

ア

語
を

学
習

す
る

と

も
か

ぎ

る

ま

い
。

な

に

し

ろ、

鼡−
に

ギ

リ

シ

ア

語
と

言
え

ぱ、

古
典
ギ

リ

シ

ア

語
を

意
味
す

る

の

が

日

本
語
の

実

態
だ。

つ

ま

り

c

は、

ラ

テ

ン

語
・

ギ

リ

シ

ア

語

な

ど

の

占
曲ハ
語
の

学
習

な

ど

ま
っ

た

く

念
頭
に

な

い
｝

般
の

人

向

け
の

言
辞

に

す

ぎ

な

い
。

「

俗
耳

に

入

り

や

す
い
」

と

難
ず

る

の

は、

こ

の

意
味
に

お

い

て

で

あ

る。

ま

た、

た

と

え

英
語
・

フ

ラ

ン

ス

語
・

ド

イ

ツ

語
な

ど

だ

け

を

論
議
の

対

象

と

し

て

も
、

c

は

成
り

立
つ

ま

い

と

思

う
。

な

ぜ

な

ら、

我
々

が

英
語
や
フ

ラ

ン

ス

語

を

学

ぶ

さ

い
、

取

り

あ

え

ず
現
代
語

か

ら

始
め

る

の

は
、

そ

う

す

る

よ

り

致
し

方

な

い

か

ら

で

は

な

い

の

か
。

ま

ず

は

『

ベ

オ

ウ

ル

フ

』 、

そ

し
て

チ

ョ

ー

サ

ー
、

さ

ら

に

シ

ェ
！

ク

ス

甲
、

ア

な

ど

を

学

ん

で

か

ら

現

代
英
語
を

学
習
す
れ

ば、

ど

れ

ほ

ど

44

現
代
英
語
に

対
す

る

理

解
が

深

ま

る

こ

と

か
。

け

れ

ど

も
、

悲
し

い

か

な、

目

本

語

と

遠
く

隔
た
っ

た

距
離
に

あ

る

英
語
に

対
し

て、

そ

の

よ

う

な

芸

当
は

ほ

と

ん

ど
し弓
寵

め

な

い

の

で

あ

る
．

と

こ

ろ

が
、

由
代
か

ら

漢
語
を

積
極
的
に

借

用

し、

母

国

語
の

な

か

で

消
化
し

て

き

た

日

本
人

に

と
っ

て、

古
典

中
国

語

す

な

わ

ち

漢
文
は、

英

語

な

ど

よ

り

も、

は

る

か

に

近
い

距

離
に

あ

る
。

我
々

日−
夲

人

に

は
、

中
国
語
に

つ

い

て

だ

け

は
、

古
典
語
か

ら

現

代

語
へ

と

い

う
一

種
の

理

想
的

な

学
習
の

方

途

が

開
か

れ

て

い

る

の

だ
。

こ

の

理

想
と

も

称
す
べ

き

可

能
性
を

邪
道
と

切

り

捨
て、

已

む

を

得
ぬ

仕
儀
に

す
ぎ

な

い

現
代
語
か

ら

古
典
語
へ

の

方
向

を

常
道

と

す

る

と

は
、

い

か

な

為

料
簡

か
。

こ

の

意
味
に

お

い

て、
「

妄
説
に

す

ぎ

な
い
」

と

難
ず

る

の

で

あ
る
。

　

以

圭
、

ま

ず

は

訓
読
に

対
す
る

直
読
派
の

批
判
に

つ

い

て

検

討
を

試

み

た
。

節
を

改
め

て

本
題
に

も

ど

り、

現

代
中
国

語
学
習

と

訓
読
と

の

関

連
を

考
え

て

み

よ

う
。

七

　

現
代
中

国
語

の

学

習
に

と
っ

て
、

漢
文
訓
読
が
一

つ

の

障
害

に

な

り

得
る

こ

と

は

た

し

か

だ
。

「

我
愛
他
」

は
、

語
順
の

ま

ま
に

〈

芝
α

臥

感
〉

と

発

音

し、
「

私

は

あ

の

人

を

愛
す

る
一

と

訳

し

て

こ

そ

現
代
中
国

語
の

学
習

な

の

で

あ

る
。

い

き

な

リ

レ

　

　

　

　

　

　

　

か

れ

点

を

打
ち、
「

我
　

他
を

愛
す
」

と

訓
読

し

て

事
足

れ

り

で

は、

何
を

勉

強
し

て

い

る

の

か

わ

か

ら

な

く

な

っ

て

し

ま

う
。

「

我
聴
説

這

箇
人
非
常
喜

歓
看
電

影
一

を

　

　

ま

くハセい
ら

　

　

　

し

や

こ

「

我

　
聴
説
く

　
這
箇
の

入

　
巍
常
に

電

影

を

看
る

を

喜
歓
す

と
｝

な

ど

と

読
む

に

至
っ

て

は、

白

話
訓
読
の

練
習

も

同

然

で
、

と

う
て

い

現

代
中
国

語
の

学
習
と

は

呼

べ

な
い

。

発

音
手

段
と

し

て

訓

読
を

用
い

る

こ

と

は
、

現

代
中
国

語

学

習
の

場
に

お

い

て

は

御
法・
度

で

あ

る
。

　

も

っ

と

も、

現
代

中
国

語

の

訓

練
を

妨
げ
る

の

は、

独
り

訓
読
の

み

で

は

な
い
。

そ

も

そ

も

日

本
人
が

持
っ

て

い

る

漢
字
・

漢
語
の

知

識
す
べ

て

が

障
害
と

な

り

う

る
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の

で

あ

る
。

「

参
観
」

「

自
殺
」

な

ど

と

あ

れ

ば、

中
国
語
を

学
ん

で

い

る

場
だ

と

わ

き

ま
え

つ

つ

も、

日

本
人
で

あ

る

か

ぎ

り、

つ

い

「

サ

ン

カ

ン

」

「

ジ

サ

ツ
」

と

い

う

発
音
が

念
頭
に

浮
か

ん

で

し

ま

う
。

「

親
友
」

と

く

れ

ば、

ろ

く

に

辞
書
も

引

か

ず
に

く

親
し
い

友
人
V

の

意
だ

と

決
め

つ

け

て

し

ま
い
、

実
は

〈

親
戚
と
友
人
〉

の

意
味
だ

と

知
っ

て、

大
い

に

驚
く

だ

ろ

う
。

少

し

で

も

気
が

ゆ

る

め

ぱ、
「

汽
車
」

は

「

キ
シ

ャ

」

と

し

か

思
え

ず
（

実
は

「

自
動

車
」

の

意
） 、
「

走
」

は

「

は

し

る
」

と

訳
し
て

の

ほ

ほ

ん

と

し

て

し

ま

う

（

実
は

「

あ

る

く
」

意
）

。

要
す
る

に、

現
代

中
国
語
の

学
習
に

お

い

て

は
、

同
じ

漢
字
・

漢
語

で

も、

日

本
語
で

は

な

く
、

中
国

語
な

の

だ

と

い

う

意
識
を

高
め

る

こ

と

こ

そ

肝

要
で

あ

り
、

そ

の

た

め

に

は、

取
り

あ
え

ず
漢
字
・

漢
語
に

関
す

る

日

本
語
の

発
音
・

意
味
は

邪
魔
物
で

し

か

な

く、

ま

し

て

や

語
順
の

転
倒
さ

え

辞
さ

ぬ

訓
読
な

ぞ

言

語
道
断
と

い

う
こ

と

に

な

る
。

実
際、

「

也
」

が

出
て

く

る

た

び

に

訓
読
よ

ろ

し

く

「

な

り
」

と

や

ら

れ

た

の

で

は

（

実
は

「

〜
も

ま
た
」

の

意
） 、

現
代
中
国
語
の

授
業
が

成
り

立

た

な

く

な
っ

て

し

ま

う
だ

ろ

冷
つ。

　

し

か

し、

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず、

私
見

に

よ

れ

ば、

や

は

り

訓
読
の

知

識
が

現

代
中
国
語
を

読
む

さ

い

に

も

役
立
つ

は

ず
だ

と

考
え

る
。

そ

れ

は
、

現
代
中
国

語

の

文
章
の

な

か

に

古
色

を

帯
び

た

表
現、

す
な

わ

ち

往
時
の

古
典
中
国
語
陸

漢
文

の

表

現
が

持
ち

込

ま

れ

て

い

る

場
合
で

あ

る
。

こ

こ

で

は、

微
妙
な

説
明
を

要
す

る

副
詞

や

相
関
語
句
に

関
す

る

話
は

省
き、

わ
か

り

や

す
い

古
典
の

引
用

と

四

字
成
語
に

話

を

絞
っ

て

み

よ

う
。

　

あ

る

と

き

現
代
中
国
語
の

文
章
に
、

「

孔
子
曰

〈

食
不

厭
精、

膾
不
厭
細
＞

」

と

い

う
一

文
が

引
用

さ

れ

て

い

た。

言
わ

ず
と

知
れ

た

『

論
語
』

郷
党
の
一

節
で

、

例
に

よ

っ

て
、

中
国
人
が

い

か

に

古
代
か

ら

食
べ

物
に

う

る

さ

か

っ

た

か

を

示
す

た

め

に

取
り

上

げ

ら

れ

た

文
で

あ

る
。

ふ

つ

う、

こ

の

よ

う

な

古

典
か

ら

の

引

用
は、

訓
読

を

訳
文
と

し

て

呈
示

す

る

の

が

定
石

で

あ

ろ

う
。

な

に

し

ろ

『

論
語
』

の

名亠口
同

い

一

現
代
に

お

け

る

漢

文

訓
読
の

意
義

古

田

島
洋
介

節
だ

。

と

こ

ろ

が
、

学
生

た

ち

は

こ

の

孔
子
の

言
葉
を

ま
っ

た

く

知
ら

ず
、

私
が

レ

点
を

打
っ

て

も

訓
読
し

よ

う

と

す

ら

し

な
い

。

し

か

た

が

な

い

の

で、
「

孔
子

曰

く

＜

食
は

精
を

胱
は

ず、

膾
は

細
き

を

厭
は

ず
〉

と
」

と

訓

読
し

て

み

せ

た

が
、

そ

れ

で

も

反

応
が

今
一

つ

で

あ

る。

そ
こ

で

聞

け
ば
、

な

ん

と

「

厭
は

ず
」

と

い

う

日

本

語
の

意
味
が

わ

か

ら

な

い

と

い

う
。

こ

れ

で

は

反
応
が

悪
い

の

も

当

然
だ

。

漢
文

訓

読
の

勉
強
さ

え

し
て

い

れ

ば、

レ

点
を

打
っ

た

時
点
で、

一

応
は

も
っ

と

も

ら

し

い

訓
読
が

で

き

た

で

あ

ろ

う。
「

厭
は

ず
」

と
い

う
日

本
語
も、

ど
こ

か

で

聞
い

た

こ

と

が

あ

る

は

ず
だ

ろ

う
。

し

か

し
、

実
際
は

右
に

記
し

た

と

お

り

で

あ

る
。

各
字
の

下
に

添
え

ら

れ

た
ロ

ー

マ

字
発
音
記
号
に

し

た

が
っ

て

発
音
は

し

て

み

る

も

の

の
、

何
の

意
味
や

ら

見
当
さ

え

つ

か

な
い

の

だ
。

　

ま

た、

あ

る

と

き、

や

は

り

現
代
中

国

語
の

文
章
に、
「

顧
客
盈
門
」

と

い

う
四

字
成
語

が

出
て

き

た
。

訳
読
を

担
当
し

た

学
生

は
、

き

ち

ん

と

中
国

語

で

発
音
し、

意
味
も

「

客
が

い

っ

ぱ
い

押
し

寄
せ

て、

商
売
が

繁
盛
す
る

こ

と
」

だ

と

わ
か

っ

て

い

る
。

け

れ

ど

も、

な

ぜ

「

顧
客
盈
門
」

が

そ
の

よ

う
な

意
味
に

な

る

の

か

た

ず
ね

て

み

る

と、
「

顧
客
／

門
」

の

三

字
は

理

解
で

き

る

が
、

「

盈
」

の

字
義
が

わ

か

ら

な

い

と

い

う
。

つ

ま

り、

辞
書
に

出
て

い

た

「

顧
客
盈
門
」

の

釈
義
を

写

し

て

き
た

だ

け

で、

そ

れ

ぞ

れ

の

字
が

ど

の

よ

う

に

組
み

合
わ

さ
っ

て

「

商
売
繁
盛
」

の

意
味
に

な

る

の

か、

ま
っ

た

く

考
え

て

い

な

い

の

で

あ

る。

訓
読
の

習

慣
さ

え

身
に

つ

い

て

い

れ

ば、

た

だ

ち
に

「

盈
」

が

気
に

な

り、

ち
ょ

っ

と

調
べ

て

レ

点
を

打
ち、
「

顧

客

門
に

盈
つ
」

と

訓
読
し

て

み

る

こ

と

が

で

き

た

は

ず
な
の

だ

が
。

　

同
じ

こ

と

が
、

「

束
之

高
閣
」

に

つ

い

て

も

当

て

は

ま

る
。

こ

の

四

字
成
語
が

文

章
に

登
場
し

た

と

き、

学
生

は

「

放
置

す
る

／

ほ

っ

た

ら

か

す
」

意
だ

と

答
え

る

の

み

で
、

な

ぜ

そ

の

よ

う

な

意
味
に

な

る

の

か、

少

し

も

気
に

か

け

て

い

な

か
っ

た
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

れ

こ

れ

と

て、

一

二

点
を

打
っ

て

「

之

を

高
閣
に

束
ぬ
」

と

訓

読
で

き

れ

ば、

そ

れ

ま

で

の

話
で

あ

る
。

訓
読
の

威
力、

想
い

を

致
す
べ

し
。
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明

星
大
学

研

究
紀
要
〔
凵

本
文
化
学
科
・
言

語
文

化
学

科
】

第
八

号

　
二

〇
〇

〇

年

　

現

代

日

本
語
の

文
章
に、

古

典
が

引
用
さ

れ

た

り
、

い

さ

さ

か

古
め
か

し

い

表
現

が

用
い

ら

れ

た

り

す
る

の

と

同

様、

現

代
中
国
語

の

文
章
に

も、

古
典
が

引

用
さ

れ

る

こ

と

も

あ

れ

ば、

古
典
的
な

字
遣

い

や

ら

言
い

回

し

や

ら

が

姿
を

現
す
こ

と

も

あ

る
。

こ

う

し

た

表

現

は、

い

わ

ゆ

る

漢
文

に

由

来
す

る

も

の

ば

か

り

で
、

そ
の

解
釈

に

は

訓
読
が

遺
憾
な

く

有
効
性
を

発
揮
す

る
。

も

ち

ろ

ん
、

発

音
手
段
と

し

て
、

の

ッ

け

か

ら

訓
読
を

用
い

る

の

は

困
り

物
で

あ

る
。

し

か

し
、

解
釈
手

段
と

し

て

訓
読

を

用

い

る

こ

と

は
、

な

ん

ら

恥
じ

る

必

要
の

な

い

行
為
で

あ

り、

そ

れ

だ

け

古
典
中

国

語

と
の

関
連
に

も

目

が

向

く

よ

う

に

な

る

は

ず
だ

。

現

代
中
国
語
の

学
習

に

さ

い

し

て

も、

訓
読
の

知
識
は

不

可

欠
な
の

で

あ

る
。

八

　

さ

て、

以

上
、

現
代
に

お

け

る

漢
文
訓
読
の

存
在

意
義
を

三

つ

に

分
け

て

述
べ

て

み

た
。

も
っ

と

も、

第
 

の

漢
文

の

解
釈
手
段
と

し

て

の

有
効
性
は、
　一

に

漢
文
に

の

み

か

か

わ

る

意
義
に

す
ぎ
な
い

。

ま

た
、

第
三

の

現

代
中

国
語
学
習
に

お

け

る

重

要

性
も、

堤
代
中
国

語
の

な

か

に

入
り

込

ん

だ

漢
文
の

解
釈
手

段
と

し

て

の

有
効
性

を

主

張
す

る

も

の

で

あ

る

か

ら
、

や

は

り

も
っ

ぱ

ら

漢
文

に

か

か

わ

る

意
義
で

あ

り、

現
代
中
国

語
学
習

と

い

う

場
が

新
た

な

条
件
と

し

て

加

わ
っ

た

だ

け

で

あ

る
。

そ

し

て、

漢
文

の

解
釈
も

現

代

中
国

語
の

学
習
も、
　一

般
の

入
々

か

ら

見

れ

ば、

依
然
と

し

て

特
殊
な

状
況
で

し

か

あ

る

ま
い

。

こ

れ

を

以

て

現

代
に

お

け

る

漢
文
訓
読
の

意

義
に

普
遍
祉

仕

を

持
た

せ

る

の

は
、

い

さ

さ

か

苦
し

い

か

と

思

わ

れ

る。

　
た

だ

し、

第
二

の

意
義
す
な

わ

ち

訓
読
表
現
の

重
要
性
だ

け

は、

目

本
語

に

対

す

る

普
遍
的
な

意
義
を

主

張
し

得
る

だ

ろ

う
。

少

し

注
意
し

て

み

れ

ば
、

現
代
日

本
語

に

は

訓
読
表
現
が

少
な

か

ら

ず

生

き

残
っ

て

お

り、

英
語
の

翻
訳

に

お

い

て

も

訓
読

表
現
が

密
か

に

利
用

さ

れ

て

い

る
。

と

り

わ

け

強

調
し

て

お

き

た
い

の

は、

訓
読
表
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「

現

を

知

ら

ず
し

て

明

治
時
代

の

日

本
入

が

綴
フ

た

文
章
を

正

確
に

読
む
の

は

不

可
能

だ、

と
い

う

事
実
で

あ

る
。

わ

ず
か

約
 

百
年

前
の

母

国

語
の

文

章
の

読
解
が

ひ

も

と

な
い

と

は、

な

ん

と

も

情
け

な
い

話
で

は

な

い

か
。

い

っ

た

ん

途

切

れ

た

文
化
伝

統
は、

容
易

に

は

回

復
で

き

な
い

。

漢
文
訓

読
な

ぞ

過

去

の

遺
物
だ

と

捨
て

て

顧
み

な

い

現
A

厂

の

日

本
の

浅
薄
な

風

潮
は、

い

ず
れ

文
化
土

の

知
的
な

怠
慢
と

し

て

歴

史

に

記

録

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
。

　

な

お、

本
誌
に

連
載
し

て

き

た

拙
稿
に

お

い

て
、

訓
読
を

記
憶
術
と

呼
び、

暗
記

術
，

暗
誦
法

な

ど

と

は

呼
ば

な

か
っ

た

点
に

つ

い

て
一

言
し

て

お

き

た

い

と

思

う
。

こ

れ

は、

日

本
に

も

漢
文

訓
読
と

い

う

大
い

な

る

記

憶
術
が

存
在

し

た、

い

や、

存

在

既
て

い

る

。

と

を

示

し、

以

て

訓
読
を

フ
一
フ

ン

セ

子
A
・

イ

エ

イ

・

が

龕

憶
術
』

で

描
い

て

み

せ

た

よ

う
な

西

洋
流
の

記
憶
術
と

同

じ

次
元
に

上

せ

た

い

と

考

え

て

い

る

か

ら

で

あ

る
。

た

と

え

ば、

イ
エ

ズ

ス

会
宣
教
師
マ

ッ

テ

オ

・
リ

ッ

チ

は
、

位
置

付
け

記

憶
法

と

い

う

型
の

記
憶
術
を

用
い

て、

で

た

ら

め

に

並
べ

ら
れ

た

多
数

の

漢
字
を

先

頭
か

ら

も

末
尾
か

ら

も

自
由
自

在

に

暗
誦

し

て

み

せ

た

と
い

彊
。

も

ち

ろ

ん
、

真
剣
に

漢
文

の

学
習
に

取

り

組
み、

原

文

を

記
憶
す

る

の

が

目

的
で

あ

る

目

本
の

先
人

た

ち

に、

こ

の

よ

う
な

離
れ

業
を

演
じ

て

み

せ

る

必

要
は

な

か

っ

た
。

し

か

し、

そ

の

訓
読
を

通

じ

て

記

憶
し

て

い

た

原
文
の

文

字
数
は
、

決

し

て

リ

ッ

チ

に

優
る

と

も

劣
ら
ぬ

も
の

で

あ

ワ

た

か

と

推
測
す
る

。

李

商

隠
の

詩

を

付

け

焼
き

刃
で

暗
記
し

た

私
で

さ

え、

三

週

間

で

二

卜

首、

す
な

わ

ち

最

も

短
い

五

言

絶
句
（

全
二

〇

宇）

で

換
算
し

て

も

四

〇

〇
字
の

原
文

を

記

臆

で

き

た
の

だ。

学
問
と

言

え

ば

漢

文
と

決
ま
っ

て

い

た

先
学
た

ち

の

記

憶
量

は、

予

想
を

は

る

か

に

超

え

る

膨
大

な

も

の

で

あ
っ

た

こ

と

だ

ろ

う
。

　
記

憶
術
と

し

て

の

漢
文

訓
読
−
1
ー

漢
文
に

相

対
し

て

訓
読

に

及

ぶ

機
会
あ

ら

ば、

ぜ

ぴ

こ

の
…

語
を

念
頭
に

思

い

浮
か

べ

て

い

た

だ

き

た

い

と

思

う
。
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注
（
1

）

　
二

の

『

詩
経
』

周

南

「

閧
雎
」

の

文
選
読
み

は、

日

尾
荊
山
『

訓

点
復
古
』

巻
h
／
二

a

か

ら
採

　

　
っ

た。
た

だ

し、

読
み

や

す
さ

を

重
ん

じ

て、

適

宜
に

平
仮
名
と

片
仮
名
を

交・
κ、

ま

た

「

彼
洲」

　

　
の

「

彼
」

を

「

河
」

に

改
め、
「

マ

レ

人」
の

「
人
」

お

よ

び

末

尾
の

「

也
」

は

平
仮
名
で

記
し
た。

（
2）
　
「

音
訓
複
読
」

と

い

う
呼
称
は、

山

田

孝
雄
『

国
語
の

中
に

於
け
る

漢
語
の

研

究
』

（

宝
文
館
出
版、

　

　

昭
和
十

五

年

〆

訂
正

版
目

昭
和
三

十

三

年）
四

八

九
頁
お

よ

び

『

国
語
学
大

辞
典
』

（

東
京
堂
出
版、

　

　

昭
和
五

十

五

年）
八

八

二

頁
「

文

選

読
み
」

項
（
執
筆
11
中
田

祝
夫）
に

見

え

る。

た

だ

し、

太

宰

　

　

春

台
は

『

倭

読
要

領
』

A

中
〉

四

三

b
で

「

音

訓
両

読
」

と

呼
ぴ、

近

藤
春

雄
『

漢
文

学

大
事

典
』

　

　
（
明
治
書

院、

昭
和
六

十

年
）

も

「
音
訓
両
読
」

で

立

項
し

て

い

る
。

（
3

）

　
尚
学
図
書
［
編
集］
『
故

事
俗
信

　
こ

と
わ

ざ

大

辞
典
』

（
小
学
館、

昭
和
五

十
七
年
）

一
五
一
頁

　

　
「
馬
か

ら

落
ち

て

落

馬
す

る
」

．
項。

（
4）
　
同
右
「

こ

と

わ

ざ

大

辞
典
』

二

八

七、
　一
一
七

〇
頁。

（
5）

同
注
（
3〕
。

（

6）
　
原
田

種
成
『

私
の

漢
文
講

義
』

〔
大

修
館
書
店、

平

成
七

年
）

二

一
頁。

そ

の

他、

訓

読
を

翻

訳

　

　

だ

と

す

る

書

物
は

枚
挙
に

遑
が

な
い

。

（
7）
　
注

〔

2）

所
掲
『

国
語
学

大

辞
典
』

「

文
選
読
み」

項。

（
8）
　
こ

の

文
選
読
み

の

諸

例
は、

築
島

裕
『

平
安
時

代
の

漢
文
訓

読
語
に

つ

き

て

の

研
究
』

（
東
京

大

　

　

学
出
版
会、

昭

和
三

十
八

年
）

二

六
三、
二

L

ハ

五、

二

七

四、
二

七

九

頁
に

よ

る。

同
氏

の

執

筆
に

　

　

ょ

る

『

漢
字
百

科
大

事
典
』

（
明
治
書
院、

平
成
八

年）
八

三

頁
「
文

選
読
み
」

項

お

よ

び

注

（
7）

　

　

所
掲
項
に

も

見

え

る

文
選
読
み
の

代
表
例
ば

か

り
で

あ

る
。

（

9）
　
同

右
築

島
書
二

八

三、
二

八

七

〜
二

八

八

頁。
「

妙
絶」
は

同
右
『

漢
字
百

科
大

事
典
』

「

文
選
読

　

　

み」
項
に

も

見
え

る。
「
東
風
」

〜
「

空

靈
」

は

『

童

蒙
頌
韻
』

（

＝
〇

九）
の

例、
「

妙
絶
」

は

　

　
『

遊

仙
窟
』

醍
醐
寺
本

（

＝
二

四

四）
な

ど
の

例
で

あ

る。

（

10）
　

同
注
（

7）。

（
H
）

　
本
誌
第
五

号
（
平
成

九

年
三

月）

所
収
拙

稿
「
漢
文
訓

読
の

〈

割
引

率＞
」

六

五

頁

下
〜
六

七

頁

　

　

上。

（

12）
　
太
宰
春
台

『

倭
読
要
領
』

〈
中
〉

四

三

b。

〔
13）
　
日

尾

荊
山

『

訓
点
復
古
』

巻
上

／

二

a、

巻
下

／
三

七
b
。

（
14
）

　
注

（
12
）

同
書
く
中
V

四
二

a

〜
b。

（
15
）

　
注

（

13）

同
書、

巻

下

〆

三
一
b
〜

三

二

a。

（
16
）

　
注

（
8）

所
掲
築
島

書
二

九

〇
〜
二

九
一
頁、

十

七

世

紀
後
半
に

刊
行
さ

れ

た

『

文
選
』

に

は、

　

　

文
選
読
み
が

保
存
さ

れ

て

い

る

が、

十
八

世
紀

末

か

ら

明
治
時
代
初

期
に

か

け
て

刊
行
さ

れ

た

『

文

　

　

選
隔

に

は、

す

で

に

文

選
読
み

が

見

ら

れ

な
い

と

い

う。

現
代
に

お

け

る

漢
文

訓
読
の

意
義

古
田

島
洋
介

（
17
）

　
当

該
の

研
究
発

表
は、

平

成

十
年
十

月
二

十
四

日、

目

本
比
較
文

学

会

第
三

十

六

回

東
京
大
会

　
　
（

明
星

大
学
青
梅
校
舎
）

の

席
上

（
発
表
題
目

「

漢
文
訓
読

の

正

体
」）
に

係
る。

〔
18
）

　
林
董
『

後
は

昔
の

記

　
他

　
　

林
董

回

顧

録
』

（
由

比
正

臣
［
校
注
］ 、

平
凡

社
《

東
洋
文
庫
》 、

　
　
昭
和
四

十
五
年）
　
＝
二

九
頁
〈

中
村
敬
宇
の

漢
文

暗

誦
V 。

（
19）
　
『

荷
風

全

集
』

第

四

巻
（

岩
波
書
店、

昭

和

三

十

九

年）
　一
二

五

頁。

（
20＞
　
拙
稿
「
暗

記
で

き

れ

ば

ま
ず
は

よ

し

ー
〈

漢
文

訓
読
匪

記
憶
術〉

論
の

検
証
」

一
九

五

頁

／

星

　
　
大

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

ー
言
語
現

　
　
象
・
造
型

表
現
・
文
明
論
の

領
域

　
　
』

（［
編
集
責
任
者］

小

堀

桂へ
郎、

明
星
大
学
口

本
文

化
学

　
　
部、

平

成

十
年）。

（
21
）

　

注
（
6

）

所
掲
原
田

書
二

七

頁。

（
22
）

　
拙
稿
「

使
役
か

仮
定
か

ー
福
沢
諭
吉
『

文
明

論
之

概
略』
の

仮
定

表

現」
／

東

大

比
較
文
学
会

　
　
　
「

比
較
文
學
研
究」
第

七

三

号
（
平
成
十
一
年
二

月
） 。

　
　
　

拙
稿
「

漢

文
訓

読
表

現
の

陥

穽

i
『

米
欧

回

覧

実
記
』

第
四

十
一
〜
五

十

四

巻
を

素
材
と

し

　
　
　
て
」

／
明

星
大

学
青
梅
校
舎
口

本
文
化
学

部
共

同
研
究
論
集
・
第
二

輯
『

表
現

−
目

的
と

手

段

　
　
　

ー
』

（［
編

集
責
任
者］

小
堀
桂
一
郎、

明
星

大

学
口

本
文
化
学
部、

平
成
十
一
年）。

（

23）
　
久
米
邦
武

［
編］
『

米
欧
回

覧
実
記』

第
四

巻

（
田

中
彰
［
校
注］、

岩
波
書
店
《

岩
波
文
庫》

版

　
　
（
一
） 、

昭

和

五

十
二

年）

九

七

頁。

便
宜

上、

片
仮
名
を

平
仮
名
に

改

め、

濁
点
を

加
え

た。

（
24）
　
フ

ラ

ン

セ

ス
・
A
・
イ

エ

イ

ツ

『
記

憶
術
』

（
玉

泉
八

州

男
［
監

訳］、

水

声

社、

平

成
五

年）。

（
25）
　
平

川
怖
弘

『
マ

ッ

テ

オ
・
リ

ッ

チ

伝
』

1
〔
平
凡

社
《

東
洋
文

庫》、

昭

和
四

十
四

年）
二

＝｝

　
　

頁

下
〜
二

＝
二

頁
上。
ジ

ョ

ナ

サ

ン

・
ス

ペ

ン

ス

『

マ

ッ

テ

オ
・
リ

ッ

チ

　

記
憶
の

宮

殿
』

（

拙
訳、

　
　

平

凡

社、

平
成
七

年
）

二

〇

九
〜

二
一
二

頁。

＊

本
稿
は、

る。

平

成

十
年
度

明
星
大
学
特
別
研

究
助
成

費
（

特
研
B）
に

よ
る

研
究
成
果
の

一
部
で

あ47
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