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定
訓
と

解
釈
を

め

ぐ
っ

て

1
高
橋
和
巳

氏
の

注
釈
態
度
と

加
地

伸
行
氏
の

漢
文
教
育
論

1

　
　
　

　
　
　
　
ホ

古
田

島
洋
介

　
本
誌
第
五

〜
八

号
に

お

い

て
、

〈

漢
文
訓
読
11
記
憶
術
〉

論
を

骨
子
に
、

訓
読
に

ま

つ

わ

る

種
々

の

問
題
を

論
じ

て

き

た。

す

で

に

趣
旨
は

十
分
に

御
理

解
い

た

だ

い

て

い

る

も
の

と

思
う

が、

こ

こ

に

旧
い

書
物
一

冊

と

新
し

い

文
章
一

篇
を

取
り

上

げ
、

所
論
の

出
発
点
た

る

定
訓
と

解
釈
の

問
題
に

つ

い

て

若

干
の

私
見
を

補
足

し

て

お

き

た

い
。

取

り

上

げ

る

書
物
と

文

章
は、

次
の

と

お

り

で

あ

る
。

・

高
橋
和
巳

［

注］
『

李
商
隠
』

（

《

中
国
詩
人
選
集
》

15、

岩
波
書
店、

昭

和
三

十
三

年
）

・

加
地

伸
行
「

漢
文

は

死

ん

だ

か
」

（

《

中
央
公
論
》

平
成
十
二

年
五

月

号
）

　
不

勉
強
に

し

て
、

高
橋
和
巳

氏

に

漢
文
訓
読
論
が

存
在
す
る

か

否
か

は

未
だ

詳
ら

か

に

し

な
い

。

け

れ

ど

も、

そ

の

注
釈
に

係
る

『

李
商
隠
』

を

読
む

か

ぎ
り、

定
訓

定
訓
と

解
釈

を

め

ぐ
っ

て

古
田

島
洋

介

＊

∋一
冂

語
文
化
学
科

　
助
教

授

　
日

中
比
較

文

学

と

解
釈
と

の

あ
い

だ

に

ず
れ

が

生

じ

た

場
合

、

高
橋
氏

が

そ

れ

を

明
確
に

意
識
し、

な

ん

と

か

注
釈
に

も

反

映
さ

せ

よ

う
と

し

て

い

た

こ

と

は、

た

し

か

な

事
実
で

あ

る
。

　
訓
読
が

原
文
の

記
憶
術
で

あ

る

以
上、

解
釈
の

如
何
を

問

わ

ず、

原
文
の

字
の

記

憶
に

と

っ

て

都
合
の

よ

い

定
訓
を

読
み

と

し

て

採
る

の

は

当

然
の

こ

と

で

あ

り、

私

の

狭
い

経
験
か

ら

言
っ

て

も、

漢
詩
の

注
釈
に

臨
め

ぱ、

時

お

り

定
訓

と

解
釈
の

ず

れ

に

遭
遇
す

る
。

問
題
は、

そ

れ

を

注

釈
の

う
え

で、

ど
の

よ

う
に

処

理

す
る

か

だ。

定
訓
は

定
訓、

解
釈
は

解
釈
と

割
り

切

り、

た

だ

意
味
だ

け

を

注
し

て、

あ
っ

さ

り

す
ま

せ

る

の

も
一

法
で

あ

る
。

し

か

し、

そ

の

場
合
は、

読
者
に

定

訓
と

解
釈
の

ず

れ

を

納
得
し

て

も

ら

え

る

か

ど

う

か

大

い

に

不
安
が

残
る

。

残
念
な
こ

と

に
、

未
だ

〈

漢
文
訓
読
11

記
憶
術
〉

論
が

定
説

と

し

て

普
及

し

て

い

る

わ

け
で

は

な

い

か

ら

だ
。

で

は、

定
訓

と

解
釈
の

ず
れ

を

丁

寧
に

説

明
す
れ

ば

よ

い

の

か

と
い

う
と、

そ

れ

で

は

注
釈
と

し

て

散
漫
に

陥
る

お

そ

れ

が

あ

り、

し

か

も
一

箇
所
だ

け
で

説
明

を

加、
凡

る

の

は

不

自
然
だ

か

ら

と
、

定
訓
と

解
釈
が

ず
れ

を

起
こ

す

た

び

に

説
明

を

記
す
と

な

れ

ば、

勢
い

冗
長
に

な

る

の

を

避
け

ら

れ

な
い

。

こ

こ

に

注
釈
者
の
一

つ

の

悩
み

が

存
す

る

わ

け

だ
。

む

ろ

ん、

裏
を

返
せ

ぱ
、

そ

こ

が

注
釈

者
の

腕
の

見

せ

ど
こ

ろ

に

も

な

る
。

　
も

っ

と

も
、

無
学
を

棚
に

上

げ

て．
ゴ
ロ

わ

せ

て

も

ら

え

ば
、

た
い

て

い

の

注
釈
者
は

前
者
の

方
法
で

す
ま

せ

て

い

る

よ

う

だ
。

そ

れ

が

簡
潔
を

期
し

て

の

結
果
な

の

か、

定

訓
と

解
釈
の

ず
れ

に

対
す
る

鈍
感
ゆ

え

の

結
果
な

の

か

は

わ

か

ら

な
い

。

だ

が、

い

ず
れ

に

し

て

も
、

読
者
に

は

「

訓
読

は

訓
読、

解
釈
は

解
釈。

漢
文
訓
読
と

は

そ

う
い

う
も

の

だ
」

と

の

印
象
を

与
え

る

だ

ろ

う
。

不
真
面

目
な

読

者

な

ら

ば、

ど

う

訓
読
す
る

か

な

ぞ

そ

っ

ち
の

け、

ひ

た

す

ら

意
味
だ

け

を

理

解
し

て

事
足
れ

り

か

も

し

れ

な

い
、

け

れ

ど

も、

真
面
目

な

読
者
は、

訓
読
の

日

本
語
の

意
味
と

解
釈
の

日

本
語
の

意
味
が

ど

う
し

て

も

結
び
つ

か

ず、

気
持
ち
の

悪
い

思
い

を

す
る

だ

ろ

う。

真
面

目

な

だ

け

に、
「

漢
文
訓
読
と

は

そ

う
い

う

も

の

だ
」

で

は

納
得
し

ま

い
。

「

そ41
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明

星

火

学
研
究
紀

要

【

日

本

文

化

学
部
・
言」
詔

文
化
学

科】

第
九
号
　．一
〇
（

Ψ

…
年

う

い
、「
ノ

も
の

だ
」

の

内
実

を

明
か

せ

ば、
△

漢
文
訓
読
冂

記

憶
術
〉

論
に

ほ

か

な

ら

な

い

は

ず

な

の

で

あ

る

が
。

　
．｝
う

し

た
、

般
の

注
釈
態
度
の

な

か

に

あ

ッ

デ

丶

古

挫
僑

氏

の

注

釈
ぶ

り

は

い

さ

さ

か

目

を

引
く

も

の

で

あ

る
。

《

山
．

国

詩
人

選
集》

を

ざ

っ

と

見

渡
す

か

ぎ

り

で

も、

宗歯
訓

と

解
釈
と

の

ず
れ

に

対
し

て、

お

そ

ら

く

高
僑
氏

が

最

も

神
経
暫ハ
だ
っ

た
の

で

は

な
い

か

と

想
像
さ

れ

る

の

だ。

た

と

え

ば

「

無
題
一

詩
の

第
三
・

四

句
を

見
て

み

る、〆」
春
蠶
到
死

絲
方

講

　
　
春
奄

蝋
炬

成
放

涙

始
乾
　
　

鑞
炬

す 右
る　 の

G

　 よ

　　　う

　　　1こ

　　　訓
　　　読
　　　し

　　　て

　　　か

　　　ら　　　　、

　

　

　

　

　

　
ほセ
を

死

に

到
り

て

糸

方
に

尽
き

灰
と

成
り

て

涙
始
め

て

乾
く

高
橋
氏
は

第、一．
句
「

方
」

に

つ

い

て

左
の

よ

う

に

注

方

は

ま

さ

に

と

訓
ず
る

が
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　しと
こ

そ

の

時
に

な
っ

て

は

じ

め

て

の

意。

訓一
ず

る

が
．

の

助
詞

−

が
」

に、
亠
咼

播…
氏
の
非
古

渋

が

看
取
で

き

る
。

IE
・

訓
ユ

輒

で

は、

副
詞

「

方
」

は

ー

ま

さ

に
L

と

訓
ず
る

習

慣
だ。

だ

が、

こ

の

「
ま

さ

に
一

と

い

う
冖

本
語
か

ら

へ

そ

の

時
に

な
っ

て

は

じ

め

て
〉

の
点

思

を

汲

み

取
る

こ

と

は

で

き

な

い
。

し
か

し
、

こ

こ

で

の

．．
方
臨

は、

そ

れ
乙

そ

ま

さ

に

A

そ

の

時
に

な
，、
て

は

じ

め

て
〉

と

解
釈
す
べ

き

な

の

で

あ

る
。

　

　

こ

う
し

た

煩
悶
の

末
に

書
き

記

し

た

の

が、

右
の

注
の

字

句
だ
ワ

た

の

で

あ

ろ

う
。

な

ぜ

定
訓
と

解
釈
に

ず

れ

が

生

じ
る

の

か
−．
」

い

う

問
題
に

つ

い

て、

高
橋
氏

は

明

快
な

解
答
を

用
意
し

て

い

な

が
一、
た

か

も

し

れ

な

い
。

し

か

し
、

少

な

く

と

も、

訓
読
の

は

ら

む

問
題
に

気
づ

い

て

い

た

こ

と

だ

け

は

た

し

か

だ
。

そ

の

証
拠

に、
「

秋
日

晩
思
一

詩
の

第
一
・

二

句、
．

粡旧
僅
日

42

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ひ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
ヒヨ
さ

零
落

、

雨

餘
方
寂
寥
」

を
、

桐
樺

　
日

び

に

零
落
し

／

詢

余

方
に

寂
寥
た

り
」

と

訓
読
し

つ

つ

も、

こ

の

第
二

句
の

刃
L

に

つ

い

て

は
「

ち

♂
ど

い

郭

と

注

を

付
け

て

い

る

だ

け

で

あ

る
。

上

の

例
と

は

異
な

り、
「

ま

さ

に

と

訓

ず
る

が
」

と

の

説

明
は

加
え

ら

れ

て

い

な
い．、

定
訓
　

ま

さ

に
」

と

解…
釈
｝

ち
−ム
う

ど

い・
7

ヱ

と

の

距

離
が、

−

ま

さ

に
」

と

「

そ

の

時
に

な

っ

て

は

じ

め

て
一

と

の

距
離
よ

り

も

ず
っ

と

近

い

と

判
断
し

た
か

ら

で

あ

ろ

う
。

高
橋
氏
は

常
に

定
訓

と

解
釈
と
の

距
離
を

測

り

な

が

ら

注
釈
を

記
し

て

い

た

の

だ。

　

ま

た、

別
の

「
無
題
一

詩
の

第
七

二
八

句
を

例
と

す

る

と
旨

−

直

道
相
思
了

無
益

未
妨
惆
悵
是
清
狂

たレし
　

　
　

　

　
　

つ
レ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

直

え

相
思

ゴ
に

益

無
し

と

道

う

も

未
だ

妨
げ

ず
　
惆
悵
は

是

れ

清
狂
な

る

を

第
七

句
「
．
〜

」

に

つ

い

て

の

注
は

左

の

ご

と

く

で

あ

る
。

つ

い

に

と

よ

む

が、

　

　

　

　

ら
ラマ

ま
っ

た

く

の

意
。

一

よ

む
が
」

は、

L
の
枷

捌

と

同

じ

く

「蝋
訓
調

9
る

が
」

と
蜚

乢

み

換
え

て

よ

い

だ

ろ

う
。

副
詞
「

了
」

の

定
訓
「．
つ

い

に
」

を、

た

だ

ち

に

「

ま
っ

た

く
」

の

意
に

結

び
つ

け

る

こ

と

は

で

き

な
い
。

や

は

り、

ど

う
し

て

も

看
過
で

き

ぬ

ず
れ

が

あ

る

と

判

断

を

下
し

た

結
果、

右
の

よ

う
な

注

を

付
け

た

も
の

と

考
え

る、．

も

ち

ろ

ん、

二

の

よ

う

な
・
．
〜

L

は、

音
読
み

を

朋

い

て

「，
了

と

し

て
」

と

訓
読
す
る

こ

と

も

で

き

る
。

し

か

し
、
、

r
と

し
げ
」

L

と

聞
い

て

も、

日

本
語
と

し

て
、

わ

か
ッ

た

よ

う

な

わ

か

ら

ぬ
ト爪
う

な

中
途

肇
端

な

響
き

し

か

残
る

ま

い
。

や

は

り

；
亡、
た

く
の

意
L

と

の

説

明

が

必．
要
に

な

る

だ

ろ

う。

　
右国
名…
な
…
卜

侠

雨
寄
北
｝

詩
の

第
工 ．…
・

四

句
に

つ

い

て、

古
回

橋

氏

の

神
経
は

最
も

鋭
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敏
に

働
い

た

よ

う

だ
。

何
當
共

剪
西

窗
燭

却
話
巴

山

夜
雨
時

い

つ

　

　
ま

さ

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

き

何
か

当
に

共
に

西
窓
の

燭
を

剪
っ

て

さ

て却
し

も

話
す
べ

き

巴

山

夜
雨

の

時
を

こ

の

第
四

句
「

却
」

に

関
す

る

高
橋
氏
の

注
は、

次
の

と

お

り

で

あ

る
。

却
は

か

え
っ

て

と

訓
ず
る

が、

さ

て

そ

れ

か

ら、

と

い

う

ぐ

ら
い

の

意
味。

宋

以

後
の

小

説、

つ

ま

り

よ

り

口

語
的
表
現
を

多
く

含
む
文

学
に
、

〈

却
説
V

さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ハ
るロ

て、

と

話
題
を

転
換
す
る

時
の

言

葉
が

頻
出
す

る
、

そ
の

〈

却
〉

で

あ

る
。

先
の

二

例
と

似
た

よ

う

な

注
で

あ
り

な

が

ら、

実
は

異
な

っ

て

い

る

こ

と

に

気
づ

く

だ

ろ

う
。

つ

ま

り、

お

か

し

な

こ

と

に、

高
橋
氏
は

「

却
は

か

え
っ

て

と

訓
ず

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
さ

て

が
」

と
言

い

な

が

ら、

実
際
に

は

「

却
っ

て
」

と

読
ま

ず
、

「

却
し

も
」

と

訓
じ

て

い

る

の

で

あ

る。

定
訓
「
か

え
っ

て
」

と

解
釈

「

さ

て

そ

れ

か

ら
」

と

の

乖
離
が

よ

ほ

ど

気
に

な
っ

た

た

め、

ど

う
し

て

も

定
訓
「

か

え

っ

て
」

を

用

い

る

気
に

な

れ

ず、

解
釈
を

汲
ん

で

「

却
し

も
」

と

い

う
読
み

方
を

ひ

ね

り

だ

し

た

ま

で

は

よ

か

っ

た

が、

「

却
」

の

説

明
に

気
を

取
ら

れ

て

い

る

う
ち

に、

自
ら

「

却
し

も
」

と

訓
じ

た

こ

と

を

忘
れ

て

し

ま
っ

た

の

だ

ろ

う

か
。

そ

う
だ

と

す

れ

ば、

定
訓
と

解
釈
と
の

ず
れ

を

埋

め

よ

う

と

す
る

あ

ま

り、

自
ら

の

訓
読
と

注
に

記

し

た

訓
と

に

ず
れ

が

生

じ

て

し

ま
っ

た

皮
肉
な

結
果
と

な

る。

あ

る

い

は、
「

却
は
」

一

般
に

は

「

か

え
っ

て

と

訓

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
き

て

ず
る

が
」 、

こ

こ

で

は

「

さ

て

そ

れ

か

ら
、

と

い

う

ぐ

ら

い

の

意
味
」

な
の

で、

「

却

し

も
」

と

訓
読
し

た

こ

と

を

了
解
し

て

ほ

し

い

と

の

意
な

の

で

あ

ろ

う
か

。

そ

う
だ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ま

さ

　

　

　

　

　
つ
い

　

　
　

　

　

　

　

　

　

は

じ

　

　

　

　

まつ
た

と

す

る

と、

先
に

掲
げ

た

「

方
に
」

や

「

了

に
」

も、

な

ぜ

「

方
め

て
」

「

了

く
」

と

訓
じ

な
い

の

か

と

い

う
問
題
が

生

じ
、

訓
読
方
針
に

不

統
一

を

招
く

結
果
と

な

る
。

定
訓
と

解
釈
を

め．
ぐ
っ

て

古

田

島
洋
介

い

ず
れ

が

真
実
で

あ
っ

た

の

か
、

今
と

な

っ

て

は

知

る

由
も

な
い

。

だ
が
、

亠口
同

橋
氏

が

定
訓
「

か

え
っ

て
」

と

解
釈
「

さ

て

そ

れ

か

ら
」

の

ず
れ

に

神
経
を

と

が

ら

せ

て

い

た
こ

と
だ

け

は、

明
確
に

う
か

が

え

る

だ

ろ

う。

　
『

李
商
隠
』

を

；
覗

し

て

気
づ

く
の

は

以

上

の一．一
例
だ
。

わ

ず
か

三

例
と

は

い

え、

高
橋
氏

の

注

釈
態
度
を

知
る

に

は

十

分
か

と

思
う。

た

だ

し、

特
に

「

…

…

と

訓

ず

る

が
」

式
の

説
明
が

な

く

と

も、

や

は

り

高
橋
氏

が

定
訓

と

解
釈
と

の

ず
れ

を

気
に

し

て

い

た

で

あ

ろ

う
と

想
像
さ

せ

る

字
句

は

ほ

か

に

も

あ

る
。

た

と

え

ば、

お

そ

ら

く

李
商
隠
の

詩
の

な

か

で

最
も

有
名
な

「

楽
遊
原
」

の

第
三
・

四

句
で

あ

る。

夕

陽

無
限
好

只

是

近
黄
昏

夕

陽
　
無
限
に

好
し

た

　

　

　

こ

只

だ

是

れ

　
黄
昏
に

近

し

第
四

句

「

只

是
」

に

つ

い

て
、

高
橋
氏

は

左
の

よ

う
に

記

す
。

そ

う
で

は

あ

る

け

れ

ど、

し
か

し、

と

い

つ

語
気：重　o

字
句
と

し

て

こ

そ

見
え

な

い

も

の

の
、

こ

の

注
の

冒
頭
に

は

「

た

だ

こ

れ

と

訓
ず
る

が
」

と

補
っ

て

差
し

支
え

な

い

だ

ろ

う
。

「

た

だ

こ

れ
」

と

い

う
日

本
語

を

ど

う
い

じ

く

り

ま

わ

し

て

み

て

も、

「

そ

う
で

は

あ

る

け

れ

ど、

し

か

し
」

の

語

気
は

出
て

こ

な
い

。

こ

こ

で

も

高
橋
氏

は、

定
訓

「

た

だ
こ

れ
」

と

解
釈

「

そ

う

で

は

あ

る

け

れ

ど、

し

か

し
」

と

の

ず
れ

が

気
に

な
っ

て
、

右
の

よ

う

な

注

を

付
し

た

も
の

と

思

わ

れ

る
。

　

以

ヒ
、

高
橋
氏
の

『

李
商
隠
』

に

お

け
る

注
釈
ぶ

り

を

観
察
し

て

み

た
。

む

ろ

ん、

高
橋
氏

が

定
訓
と

解
釈
の

ず
れ

に

つ

い

て

懇
切
丁

寧
な

説

明
を

ほ

ど
こ

し

て

い

る

と

は

言

え

な

い
。

「

A
と

訓
ず
る

が、

B
の

意
」

式

の

注
で

は
、

や

は

り

訓
「

A
」

が43
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明
皐

大

学
婿
究
紀

要

【
口

本
文

化
学
部

ー
召．
超

史

亀
学
科
】

第
九
岑

　
．

OQ

．
年

何
の

た

め

に

存
在
す

る

の

か

わ
か

ら

ず、

真
面
目

な

読
者
は

と

ま
い
」

い

を

覚
え

る

だ

ろ

う。

し

か

し、

定
訓
と

解
釈
の

ず
れ

を

簡
潔
な

字
句
で

意
識

さ

せ

る

高
橋
氏
の

海

釈
態
度
は、

訓
読
の

は

ら

む

問
題
に

気
づ・
か

せ

て

く

れ

る

点
で
、

き

わ

め

て

貴
重
な

も
の

と

考．
乱

る
。

　

そ

れ

に

し

て

も、

っ

く
つ

く

残
念
に

思
う
の

は
、

我
が

非・
刀

の

せ

い

で、
△

漢
文

訓
読

…

記

億
術
〉

論
が

末
だ

に

定
説
と

し
て

普
及
し

て

い

な

い

こ

と

で

あ

る
。

△

漢

文
訓

読
隠

記

憶
術
〉

論
さ

え

暗
黙
の

前
提
に

な
引、
て

い

れ

ば、
占

阿

橋
氏
の

「
A
と

訓

ず
る

が、

B
の

意
一

式

の

注

で

も

十

分

に

納
得

が

ゆ

く

だ

ろ

う
。

「

方
…

の

ー

ま

さ

に
一、
「．
j

」

の

「

つ

い

に
」 、

、

却
−

の

「

か

え

っ

て
」 、

そ

し

て

「

冂
ハ

是
一

の

「

た

だ
戸）
れ
」

は、

い

ず
れ

も

原
文

記

憶
用
の

定
訓
な

の

で

あ

る
。

事
は

単
純
で、
｛

ま

さ

に
一
一
つ

い

に

二

か

え
ワ

て
」

一

た

だ

こ

れ
一

と

訓
じ

て

暗
誦
し

て

お

け

ば
、

原

文

，

方

」

了
［

「

却
一
「

以

是
　
が

記

憶
し

や

す

い

と

い

う
だ
け

の

話

だ
。

む

ろ
ん
．

聴
覚

記

憶
の

み

に

よ
っ

て

た

だ

ち

に

こ

れ

ら
の

字
が

再
生

で

き

る

と

言

う
つ

も

り

は

な

い
。

一

ま
’
ご

に
」

は
一

卍
L

、

「

つ

い

に
一

は

「

遂
」

、−
血

見

＝．
終
L

な

ど
の
｛
子

を

も

想
起

さ

せ

る
。

し

か

し、

原
文

が

「
方−
二．
r

」

で

あ

る

こ

と

は
、

さ

ら

に

視
覚
記

憶
を

も

勳
爵ハ
す

れ

ば

記

憶
で

き

る

だ

ろ

う
。

一
か

え

っ

て
」

は、

ほ

ぼ

間
違
い

な

く

「

却
」

牢
を

脳
叢
に

喚
起
す

る
。

｝

た

だ

こ

れ
L

も

同

様
だ

。

高
橋
氏

が

「

却
」

を

　
しけ
て却

し

も
」

と

訓
じ

た

試
み

は
、

解
釈
の
一

法
と

し

て

は

貴
重

な

も
の

の
、

「

さ

て

し

も
」

と

い

う

音
列「
か

ら、

だ

れ

が

「

却
」

字
を

想
い

浮
か

ぺ

ら

れ

る

だ

ろ

う
か
．．

 

さ

て
 

と

来
れ

ば、
「

撮
」

や

ら
「．
偖
　

や

ら

を

想
い

起
こ

し、

こ

れ

は

国
字
か

国

訓
で

は

な

か
ワ

た

か

と

迷

い

を

深
め

ろ

の

が

落
ち
で

あ

ろ

う。

　

要

す

る

に、
亠口
圃

橋
氏

が

試
み

た
一．
A
と

訓
ず

る

が、

B
の

意
」

式
の

注
の

訓

、

AL

は、

原
文
を

記
憶
す

る

た

め
の

使
法
に

す

ぎ

な

い
。

そ

れ

を

前
提
と

し

て

注

す
れ

ば、

高
橋
氏

が

取
り

上

げ

た

−
方
L

「
了

」

却
一

に

つ

い

て

も
、

そ

し

て

「

只

是
」

に

つ

い

て

も
、

す
っ

き

り

記

述
す

る

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う。
「

方
」

を

例
と

44

し

て

示
ぜ

ぱ
II

．

は

じ

め

て

の
立

尽、
　 Q

方

〆’、丶
ま

さ

に＼、〆〆

は

原．
文

記

憶
用

の

定

訓

こ

こ

で

は

く

そ

の

時
に

な
っ

て

　

近
い

将
来、

右

の

よ

う

な

注

釈
が

無
条
件
に

通
用

す
る

冂

が

や
っ

て

く
る

の

を

願

わ

ず
に

は

い

ら

れ

な

い
。

　

次

は
、

加
地
伸冖
行

氏
の
．

文
「

漢
文
は

死

ん

だ
か
」

で

あ

る
。

こ

の

文

章
は、

教

養
論
を

兼
ね

た

漢
文

教
育
論

だ
。

へ

教
養
に

つ

い

て

の

教
養
論
〉

が

は

び

こ

る

現
状

を

愁・
尺、

具
体
的
な

教
養
と

し

て

の

へ

読
み

言
き
〉

を

重

視

せ

よ

と

説
き、

朗
読
に

よ

る

漢
文
学
習

を

勧
め、

伝

統
的
な

訓
読
の

価
値
を

高
く

評
価
す
る

。

そ

し

て、

漢

文

学
習
に

対
す
る

認
識
を

問
い

質
し
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け

る

ラ

テ

ン

語

と

嗣

じ

く．

東

ア

ジ

ア

に

お

け

る

共

通
の

教
養
と

し

て

の

漢
文

の

重

要

性
に

沖

意

を

う

な

が

し

た

う

え

で、

高
校
の

三

年
間

は

も
払．・
う

ん、

文
系
に

所
属

す

る

大

学

生

に

対

し

て

は

大

学
の

二

年
間

を

も

漢
文
の

必

修
期
間
に

せ

よ

と

主

張
す

る。

日

本
人
の

外

国
語
学

習

は
、

会
話

の

練
習
に冖
は

重
き

を

置
か

ず、

漢
文

学

習

に

典
型
的
に

見

ら

れ

る

よ

う
に、

読
解
を

通

じ
’
し

目

本
語
岸

鍛
え

る

こ

と
・
三

素
眼

で

あ
・

た

と
い

う
の

が、

加

地

氏

）

ゴ凵
氾
丁

ご「
O

σ

｝
畠

門

ψ

〜

　

文

中
、

傾
聴
に

値

す

る

発
言
は

多
い

が
、

こ

こ

で

注

鰄

す
べ

き

は、

加
地

氏

が

訓

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　コ
ド

ニ

読
の

価
値
を
「

囎
訳
の

凍
結
一

に

兇

出
だ

し

て

い

る

点
で

あ

ろ

う。

訓
読
に

は

定

型

に

よ

る

読
み

方
が

多
い

。

よ

ほ

ど

語
法
・

文
法

に

関
す
る

分
析
に

相

違

が

な

い

か

ぎ

り、

だ

れ

が

訓
読
し

て

も

ほ

ぼ

同
じ

結
果
に

な

る

と

い

う

特
徴
が

あ

る。

そ

の

読
み
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方
が

江

戸
時
代
か

ら

ほ

と
ん

ど

変
わ

る

こ

と

な

く

踏
襲
さ

れ

て

き

て

い

れ

ば
こ

そ、

今
日

の

我
々

も

江
戸
時
代
の

和
刻
本
を

容
易
に

利
用
で

き

る

の

だ
。

こ

う
し

た

共

通

理

解
を

可
能
に

さ

せ

る

基
盤
と

し

て、

加

地

氏
は

訓
読
に

よ

る

「

翻
訳
の

凍
結
」

を

亠
咼

く

評
価
す
る

。

　

も
っ

と

も
、

加
地
氏
は

、

こ

う

し

た

伝
統
的
な

訓
読
の

ほ

か

に、
士

冂

川
幸
次

郎
氏

が

試
み

た

読
み

方
を

A

新
訓
読
〉

と

名
づ

け

て

紹
介
し

て

い

る
。

加
地
氏
が

引
く

〔
唐〕

杜
甫
「

絶
句
」

の

例
を

そ

の

ま

ま

借
用
す
れ

ば

今

春
看
又

過

　
　
今
春

み

す看
み

す

又

過
ぐ

右
の

よ

う
に

訓
ず
る

の

が

伝
統
的
な

訓
読
だ

が、

吉
川

幸
次
郎
氏
の

読
み

方
で

は

今

春
看
又

過

こ

　

　

　

　

　

ま

　
　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

な

し

今
の

春
も

看
の

あ

た

り

に

又

過

ぐ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　ね

こ

れ

が

「

自
己

の

解
釈
に

基
づ

き

新
し

い

訓
み

か

た

を

示
」

し

た

〈

新
訓
読
〉

と

い

う

わ

け

だ
。

た

だ

し、

加
地

氏
は、

相
当

の

学
力
が

な

け

れ

ば

吉
川
流
の

訓
読
は

継

承
が

困
難
で

あ

り、

解
釈
に

よ

っ

て

は

訓
読
の

結
果
に

揺
れ

が

生

じ
る

こ

と

に

な

る

と

予

見
し

た

う
え

で、
〈

新
訓
読
〉

の

新
鮮

さ

を

認

め

つ

つ

も、

伝
統
的
な

訓
読
に

よ

る

「

翻
訳
の

凍
結
」

を

採
り

た

い

と

述
べ

る
。

　

右
の

加

地
氏
の

見
解
は、

そ

れ

な

り

に

納
得
で

き

る
。

し

か

し、

い

さ

さ

か

異
議

が

な

い

わ

け

で

も

な

い
。

以

前
か

ら

感
じ

て

い

た

こ

と

だ

が
、

〈

漢
文
訓
読
11
記
憶

術
〉

論
を

奉
ず
る

私
見
に

よ

れ

ば、

吉
川
氏
の

読
み

方
は、

訓
読
と

呼
べ

る

よ

う

な

し

ろ

も
の

代
物
で

は

な

く、

も

ち
ろ

ん

〈

新
訓
読
〉

と

称
す

る

価
値
も

な

く、

あ

り
て

い

に

言

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ニ

っ

て、

単
に

吉
川

氏

個
人

の

趣
味
と

し

か

思

え

な

い

の

で

あ

る
。

「

今
春
」

を

「

今

定
訓
と

解

釈
を

め

ぐ
っ

て

古
田

島
洋
介

の

春
L

と

訓
じ

て

み

て

も、
「

こ

の

は

る
」

と

い

う

音
列
か

ら

想
起
さ

れ

る

の

は

「

此
の

春
」

か

「

是

の

春
」

く

ら
い

だ

ろ

う。
「

今
」

字
の

記

憶
に

と

っ

て

有
利
と
は

　

　

　

　

　

　

　

　

ま

思
え

な
い

。

同
じ

く

「

看
の

あ

た

り

に
」

か

ら

「

看
」

字
を

脳
裏
に

浮

か
べ

る

の

は

至

難
の

業
で

あ

る
。

吉
川

氏
の

読
み

方

は
、

原
文
の

記
憶
に

は

ほ

と

ん

ど

役
に

立

た

な

い
。

し

か

も、

意
識
し

て

か
、

無
意
識
の

う
ち

に

か、

上

の

よ

う

に

読

ん

だ

の

ち、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ニ
　
　
　

　
　
　

　
　
　

ま

な

ぜ

か

吉
川
氏
自
ら

解
説
文

の

な
か

で
、

「

今

の

春
も

看

の

あ

た

り

に

又
た

過

ぎ

な

　

　

　

　

　

　

　

ま

ん

と

す
」

「

今
春
も

看
の

あ

た

り

に

又
過
ぎ

ん

と

す
」

と、

二

度
ま

で

も

読
み

方
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　ハ
　　
　
　
ま

変
更

を

加

え

て

い

る

の

だ。
「

看
の

あ

た

り

に
」

さ

え

守
っ

て

も

ら

え

ば
、

あ

と

は

こ

「

今
の

春
」

だ

ろ

う

が

「

今
春
」

だ

ろ

う
が、

「

又
」

に

送
り

仮
名
「

た
」

を

付
け

よ

う
が

付
け

ま

い

が、
「

過
ぐ

」

だ

ろ

う
が

「

過

ぎ

な

ん

と

す
」

だ

ろ

う
が

「

過

ぎ

ん

と

す
」

だ

ろ

う
が
、

ど

う
で

も

よ

ろ

し

い

と
の

こ

と

な

の

か
。

た

し

か

に、

加
地

氏

が

危
ぶ

む
ご

と

く、

二

れ

で

は

「

翻
訳

の

凍
結
」

は

お

ぼ

つ

か

な

い
。

　

吉
川

氏
が
、

か

つ

て

の

平
安
時
代
の

訓
読
を

念
頭
に

置
い

て、

解
釈
性
を

強

く

打

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ロ
リロ

ち
出
そ

う
と

し

て

い

た

こ

と

は

承
知
し

て

い

る
。

記
憶
術
と

し

て

の

側
面
よ

り

も、

解
釈
と

し

て

の

側
面

が

は

る

か

に

強
か

っ

た

往
時
の

訓
読
に

倣
お

う

と

の

主

張
は、

そ

れ

な

り
の

定
見

で

あ

る
。

け

れ

ど

も、

そ

れ

な

ら

ば
、

つ

ま

り

解
釈
性
を

前
面
に

押
し

出
す
な

ら

ば、

な

ぜ

現
代
の

我
々

が

占

語
を

以

て

漢
文

を

読
む

必

要
が

あ

る

の

だ

ろ

う

か
。

本
誌
第
六

号
の

拙
稿
で

論
じ

た

と

お

り、

現

代
の

我
々

が

敢
え

て

古
語

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ロ
リワ

を

以
て

訓
読
す
る

の

は
、

そ

れ

が

定
型
で

あ

る

が

ゆ

え

な
の

で

あ

る。

反
語
「

豈
」

を

「

あ

に
」

と

読
む

理

由

は、

そ

れ
が

約
束
事
だ

か

ら

と
い

う
以

外
に

は

な
い

。

解

釈
を

優
先
す

る

の

で

あ

れ

ば、
「
な

ぜ
」

「

ど

う
し

て
」

な

ど

と

読
ん

で

も

差
し

支
え

な

い

は

ず
だ。

い

や、

少

し

で

も

疑
問

と

区

別
し

て

反
語

ら

し

く

と

心

が

け

る

な

ら

ば、
「

な

ん

で
」

と

読
む

ほ

う

が

適
切
か

も

し

れ

な

い
。

そ

れ

で

も

「

あ

に
」

と

読

む

の

は、
「

豈

11

あ

に
」

と

い

う

字
と

発
音
の

結
合
が

成

り
立

っ

て

い

る

か

ら

な

の

だ
。

「

あ

に
」

と

読
ん

で

お

け

ば、

そ

こ

に

「

豈
」

字
が

あ

る

と

記

憶
で

き

る
。

つ45
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ノ

〜

　

乢

女
門
凵

本

　

化
ー

誰
・
　

　
凡
蒋

「

JM

垢

九

ワ

　

○
○．
i

↓

ウ、
　．
疋

型

で

あ

れ

は
こ

そ、

特宀
疋

の

調
か

ら
一
」

疋

の
々

ゴ

が

曙
表

　

爆

 

で

き

る

の

厂

、

F
型
を．
燬

　
亀、

し

て

」

と

し

て

葭

り

¢

解
駄
法

と

L
て

d

 
」

用
い

る

の

で

ナ
の

ダ「
ば
貼 、
　

之

　 ．
　
　

雷
μ

　
肱

弔
♪
　
　

ぢ…
埋

山
固

力

　
」厂

　
い
、

　
ー
い

、
ー

が
　
　　．
て
、

　
？
て

し
　
…

ゾ
丶

九阿
「，‘
わ
・
ノ

ベ

改
ん

て
恥
」．、

耀

で．
砧

も

う

と

す

る

の

は、

⊥
日

譎

で

誌

ん

で
亠

40

∩

ぶ
、

な

ん

と

な

く

優

雅
斉

享

囲
気
が

課
っ

て

よ

）

し

い

と

い

う
二

と

に

ほ

か

な

る

ま

い
。

す

な

わ

ち、

語

．．…
r

涜
む

仔

為
芯
、

な

ん

ら

尿

理

的
な

必

然

挫−
を

持
た

ず、
・
牛

な

る

趣
味
の

11

域
匹

タ

し

て

し

ま

う
っ

て

あ

る
。

−

口

川

氏
ハ

離

み

方
は、

好
く…［

κ

ほ

個
性
の

産

物
で

あ

丿、

ま

た

そ

れ

一
と
13
」

ま

　、

悪

く．
口
え

蜜、

残

流

の

趣

味
」

す

ざ

ず、

調

L

と

珎

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

じも

す

る

に

憧

广一
し
六
へ

い

も
の

焦

の
読．
に

。

　

加
地

氏
ほ、

占
川
流
の

ハ

新
訓

莞、

よ

り

も

伝

統
的
な

翻
訳
の

凍
牲
」

を

採
ー

た

い

二

述
べ

る

が
、

そ

も

そ

も、

解
釈
性

を

田

湎
に．
押

し

出
す
我
乢

の

趣
味
と

記
憶

倆

を

肩、
理

と

す
る

伝
統
的
た

訓

涜

と

て

ぽ

屋

い
一

次

 

う

《

な

り、

比

転
う

知．
穿
に

な
宀、

な

い
。

些．
信、
一

翻
訳
の

扶
−

廿
一

の

ご

と

く、

洲、
醐

が

翻
訳

で

あ

る

と
の

前
郵

．
『
V

っ

か

ら

活

が

お

か

し

く

な

ろ

の

で

あ

る．．

予
に
「

定
型
」

よ

う
レ

覗

み

乃
∩ ・
凍

稲
」

と

で

も

呼
ん

で

お

く

ほ

う
吋叩

適
切

で

あ

ろ

丿、

　

だ
バ

、

話
は
乙

れ

で

収
ま

ら

な

い
。

加
地

氏
の

論
文
に

は

奇
妙
な

落
ち

丿

活
い

て

い

る

の

で

あ

る．、

御
自
身
信

落
ち
−、
」

は

思

わ

ず・、

大

半
の

眦

者
ぜ

濤
ち

と

は

感

じ

鳳

い

か

も

し

和

な

い．．

し

か

し、

私
の

R
に

は

箸
も

と

し
か

映
ら

ぬ

引
用

で
．

又

が

締

め

く

く

ら．
れ

て

い

る
。

　

加
地

氏

は

諞

文
の

太

尾
で．

阿

ナ一
入

の
・
つ

ち

r
爆

か

ら

ずレ
果

北

ア
“．♂
ア
出

想
’

の

回

帰
唄

象
淑

起

こ

る

は

ず
だ

と

し、

臼

循
を

以

て

「

私
に

侭、

そ

れ

が

見
え

る

の

で

あ

る
」

と

己

し

た

の
≠

、

佶
び

と

し

て

次
の

よ

−
に

＝

論
五

冂

』

の

一

節
を

引

窮
す

る．、

−

台
置

」

に

属

く

　

　

で
む

　

　　　れ
　

　

　

　

　　
　

　　づ
　

　

　

よ

　

　ヒ
　

　　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
　

学
丁

て

時
に

之

を
刀

ふ
。

ゲ
た

説
ば

し

が

ゴ

づ

へ
皿

と．、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

46

．
口

お

す

と

知

九

た

7
阻
」

［

冒
頁
、四

字
句
の

害
き
ド

ー

乂

だ
。

念．

た

り

一
原

文

小

ぜ

ば
一．
学

而
臨、
習

之
。

不

亦

説
乎
…

。

　．

丈

の

充

れ

か

♂

免
了

ま

　
土

す

は

適
回

凱．出
雨召
用一

d

ろ

ウ

い
．

プ

”
、

ど

こ
．，

疼
許

　

の

が
⊃

そ

れ

は

「

時
｝

を

　
♪

れ

に
一

と

¶

し

て

い

る

点、『、
あ

る
。

突
隊
、

払
ば

加

地

氏

の

鳶

ズ

を

し

み

終

え

よ

う

と

　

　

　

　

　

　

　

つ

ロ

い

う−、
」

き

一 、

こ

の

　

晦
に
一
．

色

目

に

し

て

矢

笑

し、
、

し

エ

っ

た
。

土

さ

か
、

二

れ

げ

雑

皚

の
婿

棚

製
制
の

モ
」

に

峡

丿．
議

・
み

仮
n

名
じ

は

あ

る・
、
、」
。

加

地

氏
自口
身

の
上

帆

み

だ

と
の
亠
眄

提
』

基亠
つ

い

て

話
を

准一
う
ワ
。

　
i

時
一

を

ー

つ

ね

に．」

と

読
↓．伍
せ

る

の

は、

多
少

と

も

輝

詫
「

釈

の

知
」

尺

が

あ

わ

智
、、

　．
副
く

二

け

植
レ

、
怯

い
G

　一

般
』
ユ

論
耗

叩

」

の

解

駄

に

当

」

→

て

は、

い

わ

ゆ
る

古

注
か

新
注

を

用

い

る

の

が

止

石

で

あ

る
。

占

注
す

な

わ

ち

［一．｝
旧
・

魏〕

何
晏

「

倫
語

集
解
」

に

よ

れ

絃、
　

時
」

は
「

以
陟、
−

（
時
を

以

て）

つ

ま

り

一

通

切

な

と

こ

に

　

の

義
’「．

あ

る

と
い
・
つ

9

新
氏

汢・
す
ノ

わ

ち

　

未
　

木
孟冖
『

払

冊

詒μ
久

疏
ー

に

よ

オ

げ、
ト

時
一

は

「

恥
時
−

一

ま

ゆ

　
い

つ

も
」

の

峩

て

あ

ろ

と

い

う．．

二

の

二

つ

の

議
は

争
日

で

ら

拒

立

し

て

お

り
、

た

と

え、
ほ

毛

〜

水

は
．

時
」

を

　
適
当、

適

官

吻

時
候
」

と

解
し

た

う
え

て

「

依
畔
し

と

訳

し、

ま

た

『

占
訊

泊
紫

用

字
字
典
』

は

一

時
」

の

第
弄

の

義

と

し

て

E

按
時

　
を．
争

げ、
一

論
語
」

の

当

該
句
を

引
い

て

い

る
。

…

方、

銭
穆
は

「

時
」

力

木
喜…
の

江

釈
そ
の

ま

ま

に

「

時
即

　

と

訳

し、

ま

た

瞬
振

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
まぜ
　
　

　
　

　

　

　

　

　

　

ユ

屮ハ
も
一

山
漁

吊
」

を
訳
ゼ
叩

と
ー

レ

て

い

る
。

加
地

氏
の

　
時，
に
」

仕

新
ー

し

従
っ

・
〆 、
覗

み

で

あ

り、

解

釈
と

し

て

は

刊
匚

ゆ

く

じ
♂

亡．
⊥

て

乙

性
貝
の

o

の

で

ま

よ

い．．

と

こ

ろ

君
、

問

題
は、

、

翻
ー

の

速
己

乞

ト

張
3
る

加

地

氏

が

 
一

と

川

し

て
、・

る

叔

に

あ

る．、

厂
町

　

字
を

見

て
、

だ
れ

が

た

だ
’ 、
に

「

つ

ね

に
」

と

訓

記

で
些、 
る

だ

ろ

う

か
。

で

き

る

わ

け
も

な

い
。

我
々

日
ム
：

入

に

　

時
　

鷺

「

つ

ね

r

と

訓
ず

るー
→

3

慣
 

な

い

か

、、
だ
．

「

つ

駒

に
…

は
一

時
」

の

定
引

で

は

な

い

の
，・『．

あ

る
。

結
果
と

し

て
、

「

つ

ね

ご

と

訓
マ

し

て

記

帖
し

て

も、

そ
の

読

み

か

ら

原

ズ

「

馬
」

’

再

生

す

る

二

と，
感

で

き

な
い
。
「

つ

ね

に
」

と
噛

丿

相
列

『
レ

翹

起

す
る

の
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は

「

常
」

字
と

相
場
が

決
ま
ワ

て

お

り、

少
し

漢
文
訓
読
に

慣
れ

て

い

て

も、

せ

い

ぜ

い

「

毎
」

字
を

も

想
い

起
こ

す

程
度
で

あ

ろ

う
。

往
時、

こ

の

「

時
」

は

「

よ

り

よ

り
」

と

も

訓
じ

ら

れ

て

い

た

が
、

そ
の

訓
は

次
第
に

捨
て

去
ら

れ
、

定
訓
「

と

き

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
ほソ

に
」

を

以

て

訓
読
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

言

う
ま

で

も

な

く、

や

は

り

「

よ

り

よ

り
」

で

も

「

時
｝

字
が

記
憶
し

づ

ら

い

か

ら

で

あ

る
。

　

要
す

る

に、
「

時
」

を

「

つ

ね

に
」

と

訓
ず
る

の

は、

新
注
を

知
っ

て

い

れ

ば

こ

　

　

　

　

　

　
て

い

そ

納
得
で

き

る

底
の

解
釈
そ
の

も
の

で

あ

り、

加
地
氏
が

伝
統
的
な
訓
読
に

比
べ

て

く

み与
す

る

気
に

な

れ

な

い

と

い

う
吉
川

流
の

〈

新
訓
読
〉

に

属
す

る

読
み

方
な
の

で

あ

る
。

「

翻
訳

の

凍
結
」

こ

そ

訓
読
の

要
諦
だ

と

主
張
し、

そ

れ

な

ら

定
訓
で

読
ん

で

お ．
け

ば
よ

い

の

か

と

思

わ

せ

な

が

ら、

一

文
の

末
尾
に

至
っ

て
、

い

き

な

り

定

訓
を

放
棄
し

、

解
釈
を

そ

の

ま

ま

読
み

に

当
て

る

　
　
こ

れ

を

落
ち

と

称
せ

ず
に

い

ら

れ

よ

う

か
。

管
見

に

入

る

か

ぎ

り、

こ

の

『

論
語
』

冒
頭
の

「

時
」

を

「

つ

ね

に
」

と

訓
じ

た

例
は

目

に

し

た

記
憶
が

な
い

。

　

面

自
い

こ

と

に、

士

冂

川
氏

が

当
該
「

時
」

字
を

ど

う
訓
じ

て

い

る

か

と．．＝口
え

ば、

　

　

　

　

　

　　ご
き

定
訓
を

以
て

「

時
に
」

と

読
ん

で

い

る

の

だ
。

も

っ

と

も
、

「

時
に
」

と

い

う
日

本

語
は

「

時
ど

き
」

「

時
お

り
」

の

意

味
に

受
け

取
る

の

が
一

般
で

あ

る

か

ら
、

そ

の

ま

ま

で

は

訓

読
と

解
釈
に

ず
れ

が

生

じ

て、

誤

解
を

招
く

お

そ

れ

が

あ

る
。

そ

こ

で、

吉
川
氏

は

古
注
を

採
る

立

場
か

ら、
「

〈

時
に
〉 、

と

は
、

然
る

べ

き

時、

英
語
で

い

え

ば

ロ

ヨ
巴
団

の

意
で

あ
っ

て、

時
ど

き、

oo80

り

δ
コ

巴

の

意
で

は

な

い

」

と

念
押

　

　ロ
めロ

し

す
る

。

副
詞
「

時
」

の

説
明
に

形
容
詞
ooo

霧
δ
謬

巴

を

持
ち

出
し

て

い

る

点
は

と

も

か

く

と

し

て、

丁

寧
に

訓
読
と

解
釈
の

ず

れ

を

埋

め

ん

と

し

た

親
切
き

わ

ま

り

な

い

解
説

だ
。

吉
川

流
〈

新
訓
読
〉

な

ら

ば、

こ

の

「

時
」

は

「

時
に

よ

り

て
」

く

ら

い

に

訓

じ

て

も

よ

さ

そ

う

だ

が
、

実
際
は

穏
当
に

定
訓
を

以

て

訓
読
し

て

い

る

の

で

あ

る
。

　

加
地

氏
の

論
文

に

は、

全
体
と

し

て

大
い

に

共
感
を

覚
え

る
。

「，
あ

い

か

わ

ら

ず

定

訓

と

解
釈
を

め

ぐ
っ

て

占
田

島
洋
介

A

自
由
で

個
性
的
な

学
風
〉

な

ど

と

絵
空
ご

と

を

言
っ

て

い

る

大

学
は

空
虚
そ

の

も

の

で

あ

る
。

そ

ん

な

こ

と

ば

よ

り

も、
〈

古
典
の

素
養
の

あ

る

人

間
を

作

る
〉

と

言

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ハ
ほぜ

う

ほ

う
が

ど

れ

ほ

ど

新
鮮
で

あ

り

重

厚
で

あ

り

魅
力
的
で

あ
る

こ

と

か
L

の

ご

と

き

発
言

は
、

ま

さ

に

正

論
で

あ

ろ

う
。

大
学
の

末
席
に

身
を

置

く
一

教
員
と

し

て、

改

め

て

大
学
の

本
来
の

在
り

方
に

つ

い

て

想
い

を

致
さ

ざ

る

を

得
な

い
。

　

　

　

　

　

　

　

　
つ

ね

　

し

か

し

な

が

ら、
「

時
に
」

の

落
ち
に

は、

失
笑
し
つ

つ

も
一

抹

の

不

安
を

覚
え

る
。

　一

般
の

読
者

は
、

加
地

氏
の

論
旨
に

賛
成
し

て
、

訓
読
の

意
義
を
理

解
し、

漢

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
つ

ね

文
教
育
の

重

要

性
を

認

識
し

た

と

し

て

も、

末
尾
に

至
っ

て

「

時
に
」

を

目

に

し

た

と

た

ん
、

や

は

り

漢
文

は

難
し

い
、

近
寄
り

が

た

い

も

の

だ

と
の

印
象
を

抱
い

て

し

ま

う

の

で

は

な

か

ろ

う
か

。

漢
字
に

関
す
る

通

常
の

知

識
を

以

て

「

時
」

字
を

ど

う

こ

ね

く

り

ま

わ

し

て

み

て

も、
「

つ

ね

に
」

と

い

う

読
み

は

出
て

こ

な
い

か

ら

で

あ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
と

き

る
。

む

ろ

ん、

加

地

氏

は
、

士

冂

川

氏

と

同
じ

く、
「

時
に
」

と

訓

じ

る

と

「

時
ど

き
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
つ
ね

「

時
お

り
」

の

意
味
に

誤
解
さ

れ

る

の

で

は

な

い

か

と

危
惧
し、

そ

れ

な

ら

「

時
に
」

と

読
み

仮
名
を

付

け
て

お

く

ほ

う

が

安
全

だ

と

判
断
し

た

の

だ

ろ

う
。

だ

が、

そ
れ

が

か

え
っ

て

逆
効
果
に

な

り

は

し

ま

い

か、

と

い

う
の

が

私
の

不
安
で

あ

る
。

本
稿

が

そ

の

逆
効
果
を

減
じ

る

役
目
を

果

た

せ

れ

ば、

そ

れ

に

越
し

た

こ

と

は

な

い
。

　

さ

て
、

高
橋
和

巳

『

李
商
隠
』

と

加
地

伸
行
「

漢
文

は

死
ん

だ

か
」

に

つ

い

て

多

少
の

卑
見

を

述
べ

て

み

た

が
、

御
感
想
は

い

か

が

な

も

の

だ

ろ

う
か
。

率
直
に

言
っ

て
、

今
で

こ

そ

私

も

少

し

は

落
ち

着
い

て

生

意
気
な

字
句
を

連
ね

て

い

ら

れ

る

が
、

数
年
前
ま

で

で

あ

れ

ば、

高
橋
氏
の

「

A
と

訓
ず
る

が、

B
の

意
」

式
の

書
き

ぶ

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
つ
ね

に

多
大
な

当

惑
を

覚
え、

加
地

氏
が

末
尾

に

記

し

た

「

時
に
」

を

落
ち

と

感
ず
る

こ

と

も

な

く、
「

つ

ね

に
」

が

果
た

し

て

ど

の

よ

う

な

性
格
の

読
み

方
な

の

か
、

す
っ

き

り

と

判
断
が

つ

か

な

か

っ

た

こ

と

と

思

う。

　

現
今、

漢
文
教
育
の

衰
退
は

だ

れ

の

目

に

も

明
ら

か

だ。

加

地
氏
の

一

文
も

、

そ47
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・に 誤 一一木 頁
1

ゐ

第ー
ハロ
写
　〔
ー誑

朕

十
伍

ユ
ニ

月〕
　

拙
佑

恫

1’．丱
哭

文
洲

疵

口．一．
L

憶戴
鯛▽
　
ム

咄

　

｝
叫

検
JL

九

〇
百【
ド．・
〜

頁

下
を

参

照。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　へ　　し　　　　　り

解

の

な
’
よ，〔
ノ

に

記
し

て

お

く

が、

私
見
は、

吉
川

氏
の

読
み

方7、
訓

読
と

し

て

は

我
流
の

趣

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

レ　　じ　　し　　ち　　カ

す．
ぎ

な
い

と

†

張
し
て

い

る

の

で

あ

り、

解
釈
と．
レ

て

価
値
が

な
い

と一
っ
て

い

る

わ

げ

でU．

。

魚

川

氏
の

読
み

方

は、

解
釈
と

し

て

見

れ

ば、

す

こ

ぶ

る「

唆
に
守

e

搦
合

が

多
く、

掩

注
〔
1∀

　
高
橋
和

巳

［
注］
「
李．
蘭

隠
』

四

九

頁、

〔
2∀

同
汐

書、
．

へ

五

寅。

「
3）
　

同
右
嵩、
丑

…
頁。

へ
44

　
同
ゑ
」

、
　一
 
四

頁。

へ
5V

　
同
右
對

、
四
．
、

貝。

（
6〕
　
加

地
伸
劉
「．．
霎

文

は

死

ん

だ

か
」
L

八

頁

上

〜

五

九
頁

上．、

〔
7

）

　
弼
右
文、

芳

八

頁

下．
も

と西
广

川．
ギ

汝

坤

二…．
好
達

熟
『

新
貸

副

選

瓜

 

波
新
嵩、

昭

和．一
−

　

　
七
労
｝
；．
广．

（
8〕
　

同．
41

文．
五

九

頁

レ、。

〔
9〕
　
注

广
ア）

所
掲
粛−
の

五

隻

に

「．
今
の

春
も

看
の

あ

た

り

に

又

た

過

ぎ．
嫉

ん

と
十
」、

六

臓

二

「

今

　

　
春
も

石
の

あ
た

り

に

又

過

ぎ
ん

と

す…
と

あ

ろ。

「
狛
）

　、、−
川

氏
は
墅

漂

コ
小

野
勝
年．
氏
訳

　

胞
代
名．
画

』＞
」

に

お

い

て、
、．

訓
豪
の

ナ
モ

、
鰍

欠

陥
の

皿
つ

　

　
は、
　一
つ

の

支
那
語

に

対「
し、

原
則
と
し

て
一
ハ、・
の

閥
匡．
を
 ・
か

用冖．
思

皆

ぬ

こ

と
で

あ．
る

ウ

煙
屮ハ
的

　

　
に

は

必

ず

し

も

然
ら
ぬ

が、
．
少
く

と

も

現

在
の

訓」、病
は

そ．・
丿

で

あ

る
　
「

歴

史
を

ふ

り

返
・、

て

騨

」

　

　
に、

王

朝
に

於
乙、

Q

漢

籍
つ

矼

み

カ
は、

現

今
凸

訓
読
の

よ

う

に

粘

糀

な

も

の

で

は

な
か

っ
た

L

と

　

　
述
べ

て

い

る。
僑．−
川

幸

次

郎
A

型Ψ
W

ー

七
巻

（
メ

摩
譜

房、

昭

和

闘

十
四

年）

五

〇
二、
式

0

の

愁
い

に

端
を

発

し

て

い

る
。

し
か

し、

最

大

の

問
題
の

一

つ

は、

訓
読

を

教
え

る

者
が、

定

訓
と

解
釈
と

の

ず

れ

が

引
き

起
二

す

気
持
ち
の

悪
さ

を

い

っ

さ

い

原
理

的

な

説
明

を

以

て

解
消

し

よ

う

と

せ

ず、
−

漢
文

議
薩

と

は

そ

つ

い

う

も
の

だ
L

式
の

怠
捜
と

傲
慢
で

押
し

通

し

て

き

た

瓜

に

あ

る
。

　一

再
广

り

ず
御
無
理

ご

も
っ

と

も

が

続
け

ば、

だ

れ

し

も

学
習

意
欲

を

な

く

し

て

し

ま

う

だ

ろ

う。
一・
回

橋
和

巳

氏
の

旧

著

を

読
む

に

つ

け
、

ま

た

加

地

伸
行
氏
の

新
た

な

∵
乂

を

見
る

に

つ

け．

改

め

て

△

炭

文

訓

読
u
・・
氾

憶
術
∀

論
の

有
効

性
を

主

張
す
る

二

と

の

不

当

な

ら

ざ

る

を

覚
え

る
。

明

星
人

学
研

智

糺
要
【

日

本

文

仕
 

部

二．、、
唄

文
化

学

科
】

第
九．
σ

1

∫．
丿

r、．
r 

年

＊．
本

病
汰、
f

尾

大

学

平
幾
十．

》

覧

仙
人

甥．
札

憂．
付

別
譜
頬
分

り

顔

究
戊

果

の

轟

で
　
羊」
O

ジ

7．−

』 惨 　．！．ゴ 　 　 しミ．！

瓢 勤露》 ξ
ill羨藁黙罌 昇

lii
，／1 水 飯 ダll

郎
田
論．
而
』

上

〔
澄−
冂、
口

淇

選
》

3、

朝
ロ

新
聞
社、

貼

和
五・
†．…．．
年）
一

r
』

D

羇擁韈聾ニ’　 　 ワ　 　 ワ1 　 　　 ’　り

F／／．’／ 　 　 　 　 し ぼ　
に

毳丕霧竊
L

　吾 ・：
卩註 下 愛

二紋 　 　 　F 今 　
4 ’． ．

h

口
…
研

κ

≧
響

双
爭

12、

肥
L

帥、
−’」
亅

−

了．・・．認．
°
厂

日ー
イ

．．
　’
−舮
H 

駻
  ll襲

陳 叢台

振 ・　1・
り、＿ 繭

一 九
F5

註．八 ll
L−」
　 プL

’
Sl
．

謂ご萸．Lf
　−．一

　
．．ゴ

　．〆．、
　 　　　　　 しコロノし tt．t　　 に
本 〉 、
L ．し．／
　 ｝

」
　一一．

［．　 ．♪，　　　イ
　 　 ノ し

曳 針 七
i、し

旗 　 む

社 ／ −一．、
　 　 〜
1
』
コ 小

．．
F貿聖

．
責

5

．
り

＝

　
も、

そ

の
一
刺．
た

る

を

宍

わ

な
1

砧

84
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