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「

不

亦
楽
乎
」

の

俗
解

−
原
文
を

忘
れ

た

漢
文
訓

読
の

危
険
性

−

　
　
　

　
　
　
　
　

古
田

島
洋
介

　

す

で

に

世

を

去
っ

た

福
田

恆
存
氏
は、

今
な

お

私
の

尊
敬
し

て

已

ま

な

い

評
論
家

で

あ

る
。

文
芸
評

論
・

文

明
批
評
や
シ

ェ

ー

ク

ス

ピ

ア

の

翻
訳

も

さ

る

こ

と

な

が

ら
、

特
に

増
補
版
『

私

の

国
語

教
室
』

（

新
潮
文

庫、

昭

和
五

十
年
／

［

復
刊
］

中
公

文

庫、

昭
和
五

十

八

年）

は
、

多
大
な

恩
恵
を

蒙
っ

た

掛
け

値
な

し

の

名

著
で

あ

り、

今
日

で

も

中
村
保
男
・

谷
田

貝

常
夫
［
編］
『

日

本
へ

の

遺
言

ー
福
田

恆
存
語
録
』

（

文
春
文

庫、

平
成
十
年
）

と

と

も

に
、

我
が

座
右
の

一

書
た

る

を

失
わ

な
い

。

　

そ

の

福
田

氏
の

「

隣
人
・

大
岡
昇
平
」

そ

の

一

に
、

『

論
語
』

冒
頭
の
一

句
を

取

　

　

　
　
　
　

　

ロ
ユ　

り

上

げ

て

論
じ

た

文
章
が

見
え

る
。

言
わ

ず
と

知
れ

た

例
の
一

句
だ。

有
朋

自
遠
方

来
不

亦
楽
乎

　
　

朋
有
り

　
遠

方
よ

り

来
た

る
、

亦
た

楽
し

か

ら

ず
や

。

「

不

亦

楽
乎
」

の

俗
解

古
田

島
洋
介

＊

言
語
文
化

学
科

　

助
教
授

　
目

中
比

較
文

学

　
中
国
の

学
会
に

出
席
す

れ

ば、

中
国
側
の

学
者

が

必

ず
と

言
っ

て

よ

い

ほ

ど

開
会

の

挨
拶
の

な

か

で

二

の

句
を

引
用

し、

国

外
か

ら

参
加

し

た

学

者
に

対
し
て

歓

迎

の

意
を

表
わ

す
。

日

本
の

中
華
料
理

店
の

門
前
に、

こ

の

句
を

記

し

た

色
紙
や

ら

提
灯

や

ら

が

掲
げ

ら

れ

て

い

る

こ

と

も

少
な

く

な
い

。

名

高
い

『

論
語
』

の

な

か

で

も、

と

り

わ

け

著
名
な
一

句
で

あ

ろ

う。
「

朋
」

は、

学
会
な

ら

ば

同

学
の

士、

料
理

店

な

ら

ば

差
し

当

た

り

顧
客
を

指
す
こ

と

に

な

る
。

こ

の

あ

た

り

の

融
通

性
が、

古

典

の

古
典
た

る

ゆ

え

ん

の
一

だ
。

む

ろ

ん、

単
純
明
快
に

「

朋
」

を

友

人

の

意
と

解
せ

ば、

遠
方
か

ら

久

し

ぶ

り

に

来
訪
し

た

友
人
と

の

再
会
の

う
れ

し

さ

を

述
べ

る

句
と

な

る

か

ら、

友
人

の

貴
重
さ

を

教
え

る

べ

く

打
っ

て

つ

け

の

人
生

教
訓
で

も

あ

る
。

こ

の

句
が

現
在
な

お

愛
好
さ

れ

る

の

も

宜

な

る

か

な

だ
。

　

実
は、

漢
文
教
師
に

と
っ

て

も、

こ

の

一

句
は、

わ

ず
か

ト

字

か

ら

成
る

と

は
い

え
、

な

か

な

か

教
え

が

い

が

あ

る
。

意
味
内
容
も

さ

る

こ

と

な

が

ら、

語

法
．

文
法

ぴ

い

て

は

訓
法

に

つ

い

て
、

さ

ま

ざ

ま

な

材
料
を

提
供
し

て

く

れ

る

か

ら

だ
。

　

前
半
「

有
朋

自
遠
方
来
」

に

つ

い

て

は、

ま

ず
冒
頭
の

「

有
」

字
で

あ

る
。

「

朋

自
遠
方

来
」

と

書
い

て

も

実
質
的
な

内

容
に

違
い

は

な

い

の

に、

な

ぜ

「

有
」

が

置

か

れ

て

い

る

の

か
。

そ

れ

は、

漠
然
と

「

朋
」

を

持
ち

出
し

て

い

る

わ

け
で

は

な

く、

存
在
を

呈

示

す
る

「

有
」

を

冠
し

て

意
外
性
・

突
発
性
を

表
わ

し

て

い

る

か

ら

だ
。

来
た

る

べ

く

し

て

来
た
っ

た

「

朋
」

で

は

な

く、

思
い

が

け
な

く

来
訪
し

た
［

朋
」

だ

と

の

意
味
合
い

な

の

で

あ

る
。

ま

た
、

「

自
」

を

「

よ

り
」

と

訓

ず
る

知
識
は

訓

読
に

欠
か

せ

な

い
。

今
日

で

も

各
種
の

書
類
に

お

い

て、

期

間
を

記

入
す

る

欄
に

「

自
X

年
×

月
X
日

／

至
△

年
△

月
△

日
」

と

印
刷
さ

れ

て

い

る

の

が

好
例
と

な

ろ

う。

英
語
の

〈

h
「

05

⊇．
：
け

O°°°
〉

に

相
当

す

る

漢
文

の

表
現
が

「

白
〜
至
〜

」

な

の

で

あ

る
。

「

従
」

も

同

じ

く

「

よ

り
」

と

読
み、
〈

貯
O
ヨ
…
け

O
…
V

に

相
当

す
る

現

代
中

国

語
の

表
現

が

「

従
〜
到
〜

」

で

あ

る

こ

と

を

教
え、

現
代
中
国

語
に

「

自
従
」
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明．
山

大
  ．
圻

ヂ

孝

　
【
ほ

本
文

費
謡

ド
・

　

…
文

化
イ

花
】

第
十凵
ヴ

　．
＝

じ

G一

ト

、
、

字
で

「

〜
か

ら
」

の

意

を

表
わ

す
用

法
が

あ

る

こ

と

に

も

注

意
を

喚
起
す
や

げ、

つ

い

凄
文

と

中

国

諸

を

別

物
と

思

い

込

む

弊
も

防
げ

る
。

も

し

教
え

る

対

象
ろ

中
国

語

羅
修
者
な

ら

ば、

つ

い

で
．
」
「

口

従
［

の

発

音

践
o
ひ

コ
αq

に

つ

い
ぜ

挂
尋

す

る

こ

と

も

可

能

だ

ろ

う
。

さ

ら
に

…
ト

訂・
」

と

訓
ず

る

こ

と

望

ぎ
る

字
と

し

て

「

由
一

を

指
摘
し

た

り
、

問
遭
の

「

よ

り
一

が、

起
廴

を

表
わ

す

コ

よ

P
」

で
、

比

較
を

表

わ

す

「

よ

り
」

で

ほ

な

い

と

注
意

し

た

り

ず

る

乙

と

も

無
益
で

は

あ

る

ま
い

。

．
来
一

を

　
ざ

た

る
」

と

訓
ず
る

の

も、

訓
読
の

基

礎

知
磯
で

あ

る
。

「

な

ぜ

力

変
動

詞

＜

〈
〉

で

は

な
，
・、

四

段
動

副
・／
き

た

る
〉

を

用

い

る

の

か

？
」

と

の

質
問
が

出
た

り

す

る

と

い

巴、
さ

か

厄

介
な

宇
態・
＝
ム

る

が、

大

学

院
卜
斎

相
手

と

よ

る

授
業
で

あ

れ

ば

い

ざ

知
ら

ず、

大

学

の

学
部
生

の

段
階
で

あ

れ

は、

取
り

敢
え

ず

は

　

て

れ

が

訓
読
の
肩

凵

慣
だ
」

と

決
め

つ

け

る

だ

け
で

も

よ

か

ろ

ゲ
。

そ

し

て
、

柵、
視

で

き

な

い

の

が

訓
法

の

問
題
だ
．

出
っ

亥
六

宇
は、
「…
朋

有
、

　

遠
方
−
・
｝
ーー

来
た

る
」

と

も

「

朋

の

遠
方
よ

り

来
た

る

有
り

」

と
“

珂
亠

ヨ

る

こ

と

が

で

き

る．．
怯
田

者
な

ら

ば
レ

点
と
一

　 ．

点、

後
者
な

ら

ば
一

二

点

と

土

ド

点
を

使
う
こ

と

に

な

る

の

で、

返

り

点

の

練
習

材
料
に

も

な

ろ

う
。

も
、

う

ん、

肝

腎
ば

の

は
二

種
の

訓
法

が

可

能
と

な

る

理

由
だ

。

注
目

す
べ

き

は

「

朋
」

の

文
法
機
能
で

あ

る
。

「

朋
」

は、

上

文
っ

動
詞
「

有
」

の

形

式

上

の

霞

的
五

…

に

し
イ

芯

味
L
の

主

語
で

あ

る
。

動
司
「

有
．

の

下

に

あ

る

の

だ

か

ら、

形

式
の

う

え

で

は

目

的

静
と

ナ

え

て

よ

い

だ
ツ
冫

う

し、

存
在
を

表
わ

す

「

為
」

に

着
 
て

存
在
す
る

も

の

を

表
わ

し

て

い

る

の

だ

か

ら、

意
味
の

う

え

で

は

、
f
金π
と

捉
凡

て

よ

い

だ

ろ

う
。

ギ、
の

｛

方、
、

朋
」

が

下

文

の

動
ー

　
未
一

の

主
滑

で

あ

る

こ

と

は

論
を

俟
た

な
い

。

つ

．
エ

，

、
　
駅−

は

⊥

文
・

下

く

の

双

方

に

対
し

て

同
時
ー

二

つ

の

文

沙
機
能
を

兼
ね

て

い

る

の

で

あ

る
。

残
念
な

が

ら、

此
の

如
く

．

諂
に

「

重
の

ズ

法

的
役

剖
を

負
わ

せ

る

構
乂

ば

日

イ

叩

に

存
在
し

な

い
。

と
ナ

れ

、．−、

い

ず

れ

か

の

文
猿 、
機
能

を

優
先
し

て

訓

読

す

る

よ

9
致
し

々
な

か

ろ

凱、

上

文

「

有
」

と

の

関
係
を

伊
无

し
，

川

ー

れ

ば、

ま

ず
「

嬰
訣

ら

自
［

に

返
・

て

52

一

朋

有
り

こ

疏

み、

残
り

を

雇
方
卜

・

り

来
た

戸
と

続
け

る

こ

と

な

登、

下

文
「

未
一
−．」
の

関
係
を

樗
銭

し

て

訓
ず
れ、
噂

、

ま

ず
「

朋

　
迷

方
よ

り

来
た

る
」

と

軌

ん

で

淘

ト
ッ

　

有
」

に

返

る
二

L」
に

な

る
。

L
甲

記

し

た

　

朗
の
L

の

「

の
一

は、

原
文
が

　

朋

有
自
遠

方
来
」

で

あ
呷

と
』

解
し

な

い

よ

う

用

心

の

た

め

に

入

れ

た

ま

で

で
、

不

要
と

考
え

れ

ぼ

入

れ

な

く

と

も

よ

い
。

そ

の

他、
「

方
．

を

　

来
一

の

修

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
り

飾

叩

と

解
し

ギ、、
、

朋

有
り

速

き

ょ

り

力
び

来
た

る

と

訓
ず
・

可

能
性
な

ど

も

呪

野
に

入

れ

れ

ば、

随

明
宥
唄

に

手
欠
か

な

い

だ

ろ

う。

　

後
半
一

不
亦
楽
乎
　
は、

前
半
に

比
べ

る

と、

は

る

か

に

す
っ

き

り

し

て

い

る
。

「

不

亦

〜

乎
」

と

「

楽
…

の、
．

つ

し
か

説
明

事
項
が

な
い

か

ら

だ
。

「

不

亦

〜

乎
」

は

「

ま

た

〜
ず

や
」

と

訓
ず

る

反
五

亠
衣

現．『
、

　｛

般
に

は

そ

の

ま

ま

感
嘆
表
現

に

転
し、

な

ん

と

〜
で

は

な

い

か
」

の

意
に

斛
す
る

。

こ

こ

で

の

一

亦
L

は、

日

本
三

叩

に

渭

・
つ、

］

な

ぜ

ま

た、

そ

ん

な

こ

と

に

な
っ

た

）

か

ね

？
一
「

ま

た

ど

う
し

て、

そ

ん

な

ま

ね

を

し

た

の

か

？
」

な

ど

の

「

ま

た
」 、

す

な

わ

ち

意
外
の

念

や

不

審
の

念

を

表

わ

す
「

ま

た
」

に

近

く、
「

〜
も

ま

た．一
「

〜
6
同

じ

く
…

の．、
心
で

は

な
い
。

な

お、

「

油、
」

を

旨
乎

　
の

繭

み

と

す
る

か
、
、

不
L

の

送
り

仮

名
と

す

る

が

の

門
逼

も

あ

る

が、

こ

れ

は

実

の

と

こ

ろ

間
題

と

称
す

る

に

値
せ

ぬ

問
題

だ
。

「

乎
一

そ

の

も

の

を

．
勲、
」

と

読
！

う
が
、

「

乎
」

を

置
き

字
と

し

て

「

不
」

二

送
り

仮
名
…、
ヤ
」

を

付

け

て

読
も

う

が
、
LT

果

と

し

て

　
や
L

の

哨

み
バ

末

尾
に

淆
い

て

い

れ

ば

よ
い

の

て

あ

る
。

「

乎
一

が

相
予

に

念
を

押
す

よ

う
な

気
持
ち

を

表
わ

す

こ

と

さ

え

わ

き

　
え

て

い

れ

ば、

ど

ち

ら

の

形眉
式
キ
π
用

い

よ・
フ

と

守
人

榊
は

な

い

。
　

楽

　

に

つ

い

て

は

音」
昧

内
容
が

門
題

と

な

る
。

隹、
只

け、

当

該
の
．

49
の

直
前
に
日

｝
〜

る

「

ン

向
H

志

尾、

不

尓
説
乎
一

溌
予

ル

で

時
．
一
之

を

習

ふ
、

ま

た

覗

ば

し

か

ら

ず
や）

の

ヨ

説
」

↑−

悦
）

と

の

差
舁

ナ
。

「・
楽
1

と

「

説
　

と

は

何凵
丿

酷

う

の

か
，

訓町
「

か

　

た

の

し
一

と

「

よ

ろ

こ

ば

し
3

と

の

檀
煌

を

知
ろ

う

と、

あ

わ

て

て

占
土

薛
瞼、
を

引
い

た

り

し

て

は

い

け
軟

、
賑．

問

彪

は
ト

共
中
囚
語
「 
木

」

と

「

説
」

と

の

儒

で

あ

り、

冂

ム
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の

古
語
「

た

の

し
」

と

「

よ

ろ

こ

ば

し
」

と

の

相
違

も

そ

れ

な

り

に

参
考
に

は

な

ろ

う
が、

あ

く

ま

で

参
考
に

と

ど

ま

る
。

「

楽
」

と

「

説
」

の

違
い

は

な

か

な

か

微
妙

だ

が
、

〔
宋〕

朱
熹
『

論
語

集
注
』

に

「

〈

説
〉

は

心

に

在
り、

〈

楽
V

は

主
と

し

て

発
散
し

て

外
に

在
り
一
（

説
在
心、

楽
主
発

散
在
外）

と

見

え

る

の

を

踏
ま
・
凡、

ふ

つ

う
「

楽
」

は

外

面

的
な

喜
び

を、
「

説
」

は

内
両
的
な

喜
び

を

指
す
と

解
釈
す
る
。

解
字
に

基
づ

い

て

二

字
の

差
異
を

論
ず
る

こ

と

も

可

能
だ

が、

解
字
に

つ

い

て

は

諸

説
の

是
非
を

見
き

わ

め

る

の

が

難
し

く、

怪
し

げ

な

説
も

目
に

つ

く

た

め、

手
出
し

を

控
え

る

の

が

無
難
だ

ろ

う
。

な

に

し

ろ、

漢
字
が

発
明
さ

れ

た

太

占
か

ら

「

論

語
』

が

記
録
さ

れ

る

ま

で、

ど

れ

ほ

ど

少
な

く

見

積
も
っ

て

も

約
一

千
年

は

経
っ

て

い

る
。

漢
字
が

成
り

立
っ

た

当
初
の

意
味
が

ど

こ

ま
で

保
持
さ

れ

て

い

た

の

か

知
れ

た

も

の

で

は

な

く、

ま

し

て

や
「．
楽
」

と

「

説
」

（
11
悦）

の

二

字
に

つ

い

て、

そ

れ

を

確
証
す
る

根
拠
は

何
も

な
い

。

『

詩
経
』

周
南
「

関
雎
」

毛

伝
に

「

説
楽
」

（

11

悦
楽
）

と

い

う

連
文
が

登
場
す
る

以

上、

す
で

に

前
漢
の

中
国
人

が

二

字
の

意
味
に

多
大

な

共

通
部
分
を

見
出
だ

し

て

い

た

こ

と

は

事
実
で

あ

り
、

訓
古
学
に

謂

う
対
異

散
同、

つ

ま

り

「

説
」

と

「

楽
」

は

ほ

ぼ

同

義
で、

敢
え

て

区

別
し

よ

う

と

す
れ

ば

区

別
で

き

な

ぐ

も

な

い

程
度

の

差
で

し

か

な

か

っ

た

可

能
性
も

あ

る
。

実
は

『

論

語
』

の

「

説
」

と

「

楽
」

は

交
換
可

能
で

あ

り、

た

ま

た

ま

現
存
の

よ

う

な

字
句
に

落
ち

着
い

た

と

考
え

る

余
地
も

あ

る

だ

ろ

う
。

は

る

か

後
代
の

朱
熹
『

論
語
集
注
』

に

基

づ

い

て

二

字
を

区

別
し、

況
ん

や

解
字
ま

で

持
ち
出
す

の

は、

も

し

か

す

る

と

要
ら
ざ
る

賢
し

ら

に

す
ぎ
な

い

の

か

も

し

れ

な

い
。

た

し

か

に
、

も

と

も

と

「

楽
」

（

樂
）

が

木

に

糸
を

張
り

渡
し

た

さ

ま

に

象
っ

て

弦
楽
器
を

表
わ

し、

音
楽
の

意
か

ら

転
じ

て

「

た

の

し

む
」

意
を

表
わ

す
一

方、
「

説
」

（

u
悦）

は

「

兌
」

つ

ま

り

凝

り

固

ま
っ

て

い

た

も

の

が

解
き

放
た

れ

る

意
に

「

言
一

を

加
え

、

未
だ

「

悦
」

字
が

存
在
し

な

か

っ

た

た

め、
一

悦
L

の

意
を

も

兼
ね

て
、

結
ぼ

れ

て

い

た

心

が

す
っ

き

り

晴
れ

ば

れ

と

し

て

「

よ

ろ
こ

ぶ
」

意
と

言
わ

れ

れ

ば、
「

楽
」

の

外
面

性
と
一．
説
L

「

不

亦
楽
乎
」

の

俗
解

古

田

島
洋
介

の

内
面
性
が

納
得
で

き

る

の

だ

が
。

　

以
上、

授
業
の

実
況
中
継
ま

が

い

の

字
句
を

く

だ

く
だ

し

く

連

ね

た

が、

事
の

性

質
が

二

分
さ

れ

る

こ

と

は

御
理

解
い

た

だ

け

る

も

の

と

思

う
。

『

論
語
』

の

当

該
一

句
に

つ

い

て、

漢
文

法
の

問
題
は

結
論
が

ほ

ぼ

明

ら

か

だ。

そ

れ

に

対

し

て、

語

句

の

意
味
は

解
釈
に

よ

っ

て

揺
れ

の

生
じ

る

可

能
性
が

残
る
。
一、
朋
L

を

ど
の

よ

う

に

解
す
る

か
、

「

楽
」

の

意
味
合
い

を

ど

う

受
け

と

め

る

か

は、

よ

ほ

ど

字
義
か

ら

遠

ざ

か

ら

な
い

か

ぎ

り、

最
終
的
に

は

個
人

の

解
釈
に

ゆ

だ

ね

ら

れ

よ

う
。

要

は、

古

典
を

ど

う
活
か

す
か

は

個
人

の

自
山
と

は

い

う

も

の

の、

自

由

が

効
く

範
囲
と

効
か

な

い

範
囲
と

が

あ

る

と

い

う
こ

と

だ。

当

然
の

二

と

な

が

ら、

ま

ず
は
こ

の

事
実

を

確
認
し

て

お

き

た
い

。

　
さ

て
、

『

論
語
』

の

著
名
な
一

句
を

わ

ざ

わ

ざ

福
田

恆
存

氏
の

文

章
か

ら

引
い

て

紹
介
し

た

の

は、

ほ

か

で

も

な

い
、

当
該
一

句

に

関

す
る

福

田

氏
の

解
釈

に、

個
人

の

裁
量

の

範
囲
を

超
え

た

誤
解
が

存
す

る

と

思

わ

れ

る

か

ら

で

あ

る
。

福
田

氏

は、

評
論
家
と

称
す
る

人
々

が

軽
々

し

く

古

典
を

扱
い
、

さ

し

て

読
み

込

ん

だ

わ

け

で

も

な

い

古
典
作
品
を

得
々

と

論
じ

て

み

せ

る

態
度、

す
な

わ

ち
「
古

典
の
一

夜
漬
け
」

を

極
度
に

嫌
っ

て

い

煙。

そ

の

福
田

氏
に

し

て
、

こ

の

よ

う
な

誤
解
あ

り。

特
に

事

が

『

論
語
』

に

係

る

と

な

れ

ば、

専
門

家
用
の

学
術
性
の

高
い

注
釈
書
の

み

な

ら

ず、

一

般
読
者
向
け

の

平
易
な
解
説
書
も

少

な

く

な

い
。

な

ぜ

福
田

氏
が

誤

解
に

気
づ

か

な

か
っ

た

の

か
、

不

思

議
な

く

ら

い

だ
。

　
も
っ

と

も
、

こ

こ

で

福
閏

氏
個
人
を

非
難
す
る

つ

も

り

は

毛

頭
な
い

。

あ

の

福
田

氏
を

私
が

批
判
す
る

な

ど、

身
の

ほ

ど

知
ら

ず
の

振
る

舞
い

で

あ

る

こ

と

く

ら
い

は

わ

か

っ

て

い

る
。

お

そ

ら

く、

福
田

氏
は

あ

ま

り

に

『

論
語
』

に

慣
れ

親
し

ん

で

い53
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明
銀

大

学

研．
究

祀

要

【
日

本
文

化
学

部

：

践
治

文

化
学
科】
第

十
号

　
．

○
⇔
一
年

54

た

か

ら
こ

そ、

か

え
ク

て

確
認

す
ろ

こ

と

な

き

ま

ま、

白
ら
の

誤
解
に

気
づ

か

な

か

，

た

の

だ

ろ
、
・

。

そ

し

モ、
号
、

れ

は

独
り

福
田

氏

の

談

解
に

隈
ら

ず、

日

木
入

の

漢

文

訓

読
に

ま

つ

わ

る

普
遍
的
な

問
題
を

も

金
む

の

で

あ

る
。

と

な

れ

ば、

福
田

氏
の

誤
解
を

あ
り

の

ま

ま
に

指
摘
し、

福
田

氏
を

尊
敬
す

る

他
の

人

々

に

同

様
の

誤

解
を

広
め

な

い

よ

う

に

す

る

の

が
、

泉
下

の

福
田

氏

に

対
す

る

せ

め

て

も

の

恩
返
し

と

な

る

だ

ろ

う。

馴
染
み

の

古

典
だ

か

ら

と

い

っ

て

油

断
せ

ず、

そ

の

字
句
に

つ

い

て

改

め

て

意

味

を

確
か

め

る

こ

と

が

い

か

に

大

切

か
。

こ

れ

が

多
少

な

り

と

も

伝
わ

れ

ば

幸
い

で

あ

る
。

そ

し

て、

原

文
を

離
れ

た

漢
文

訓

読
の

危

険
性
を

ぜ

ぴ

と

も

認
識
し

て

い

た

だ

き

た

い
。

そ

れ

こ

そ

が

こ

の

拙
文
に

お

け

る

最

大

の

意
図

と

称
し

て

も

過

言
で

は

な
い

の

で

あ

る
。

　

福
田

氏
は

問
題
の

…「
論
語
』

の

一

句
を

引
き、

ま

ず

自
分

の

学
生

時
代

の

解
釈
を

述
べ

る
。

け

れ

ば

な

ら・
な

い
。

す
“．
蝋

は

ち
、

遠
方
か

ら

訪
ね

て

来
て

二

そ

楽
し

い
、

孔
子

の

言

ひ

た

か

つ

た

こ

と

は

そ

れ

な

の

だ
、

近

く
か

ら

来
た
の

で

は

少
し

も

楽
し

く

な

い
。

い

幽、、

迷
惑

だ、
（

わ

が

近

き

友
よ、

怒
る

こ

と

な

か

れ）

さ

う

言

ひ・
た

か

つ・
た

の

だ
。

お

そ

ら

く

始
終
そ

ば

に

附田
き

ま

と
つ

て

ゐ

る

弟

予
ど

も
丶

　

　

　

　

　

　

　

ひ

ご

の

当
て

つ

け

で

あ

ら

う。

　

な

か

な

か

面

白
い

解
釈
だ
。

「

遠

方
．

に

重

み

を

か

け

て

理

解
し

よ

う

と

す
る

点

も

さ

る

こ

と

な

が

ら、
瞬、・
ら

に
．

歩
踏
み

込

ん

で
、

常
に

そ

ば

に

い

る

弟
子
た

ち
へ

の

当

て
．〕
す

り

と

解
す

る

点
に

福
田

氏
の

面
目

躍
如
た

る

も
の

が

あ
る
。

た

と

い

孔

壬

を

「

犬

儒
派
一

と

呼

ぶ

こ

と

に

反

発

す
る

向
き

が

あ

ろ

う

と

も、

こ

こ

ま

で

は

福

田

氏
個
人

の

自
由
裁
量
の

範
囲

に

収
ま

る

だ

ろ

う。

こ

れ

は

こ

れ

で
一
つ

の

解
釈

だ
。

　

と

こ

ろ・
が
．

福
田

氏
は、

さ

ら

に

続

け
て

左
の

如
き

推
測
に

及

ふ
。
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世

間
を

知

ら

ぬ

学
生

の

二

ろ
、

私

は

そ

れ

を

甚
だ

単
純
に

理

解
し

て

ゐ

た
。

わ

ざ

わ

ざ

遠
い

−．」
乙

う

か

ら

陶
分
を

訪
ね

て

き

た、

さ

う
い

ふ

友

人
を

も

つ

こ

と
こ

そ、

人
生

の．
楽

し

み

と

い

ふ

べ

き

で

は

な

い

か
。

そ
の

稈
度
の
尭

思

味
に

解刷

釈
し

て

ゐ

た

の．
で

あ

る
。

　

特
に

取

り

E
げ

る

べ

き

点

は

見

当

た

ら

な

い
。

だ

れ

も

が

有ハ
っ

先
に

脳
裡
に

想

い

描
く

意
味
だ

ろ

う
。

し

か

し
、

福
田

氏

は
こ

の

よ

う

な

解
萩
を

「

文
字
と

ほ

り

若

気

の

過

ち

と

い

ふ

も

の

だ

つ

た
」

と

し

て

退

け、
「

孔
子

は

そ

ん

な

単
純
な

人
物
で

は

な

い
。

こ

の

儒
教
の

始
祖
こ

そ

実
に

端
倪
す
べ

か

ら

ざ

る

”
犬
儒
派”

だ

つ

た

の

で

あ

る
」

と

述
べ

て、

改
め

て

次
の

よ

う

な

解
釈
を

記
す

。

あ

れ

は

か

う
い

ふ

意
味
だ
つ

た

の

だ
。

一

遠
方
」

に

強

意
を

麗

い

て

読
ま

な

　

論
語
は

断
片
だ

か

ら、

あ

る

い

は

こ

の

一

句
の

前
に
、
「

有
朋

去

遠
方

不

是

楽
乎
」

と

で

も一．
鬲

ふ

の

が

あ
つ

て、

そ

れ

と

対

を

な

す

も

の

で

は

な

か

つ

た

か
。

論
語
に

は

対
句
の

修
辞
学
が

多

い

か

ら、

想
像
で

き

な

い

こ

と

で

ほ

な
い
。

弟

r
の

一

入

が
、

遠
鬨

の

王

に

迎
へ

ら

れ

で

も

し

た

の

で

あ
ら

う、

表

向

き

は

そ

の

栄
達
の

餞
け

で

で

も

あ

る

か

の

や

う

な

形
で
、
「
か

う
い

ふ

や

う
に

し

て

遠

方
に

去
つ

て

行
く

の

は、

む

し

ろ

め

で

た

い

こ

と

で

は

な
い

か
、

お

前
た

ら
も

決
し

て

悲
し

む

に

は

当

ら

な
い

」

と

か

な

ん

と
か

祝
辞
兼

激

励
の

辞
を

述
べ

て

お

い

て、

こ

の

稀
代
の

犬

儒
派

は

腹
の

中
で

は

「

や

れ

や
れ
、

　…

人、

厄

介
ば

ら

ひ

を

し

た

わ

い

縣

と

喜
ん

で
、

思

は

ず
口

も

と
が

ほ

こ

ろ

び

か

け

た

の

を、

コ

こ

れ

は

い

か

ん
鳳

と

慌
て

て

厳
か

な

表
情
に

戻
つ

て、
一
こ

の

男

も

ま

た

帰
つ

て

来
る
、

遠
く

か

ら

た

ま

に

訪
ね

て

来
ら

れ

る

の

も

亦

た

の

し

い

こ

と

と

は

悉

は

ぬ

か
」

と

ご

ま

か

し

た

の

で

あ

る
。

そ

れ

で

始
め

て

「

亦
一

が

き

い

て

く

る
。
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い

つ

れ

に

せ

よ
、

内

心
の

う
し

ろ

め

た

さ

を

隠
さ

う

と

し

た

そ

の

反
動
で

、

あ

ま
り

厳
か

に

な

り

す

ぎ

て、

弟
子

た

ち

が

そ

れ

を

神
妙
深
刻
に

解
釈
し

す

ぎ

た

　
　
　

　

　

ハ
ろ　

や

う
に

思

は

れ

る
。

　
推
測
の

内

容
そ

の

も
の

は
、

た

い

そ

う

興
味
深
い
。

「

有
朋
自
遠

方
来
不

亦

楽
乎
」

の

対
句
と

し

て

「

有
朋
去
遠
方

不

是
楽
乎
」

（

朋
有
り

　
遠

方
に

去
る、

是

れ

楽
し

か

ら

ず
や
）

を

想
定
し、

孔
子
の

本
音
と

建
前
を

探
っ

て

み

せ

る

の

は、

つ

い

ぞ

見

か

け
た

記
憶
の

な

い

解
釈
で、

こ

れ

が

中
ら

ず
と

雖
も

遠

か

ら

ず
と

な

れ

ば、

孔
子

を

「

稀
代
の

犬

儒
派
」

と

規
定
す
る

の

も、

あ

な

が

ち

荒
唐
無
稽
で

は

な

く

な

る
。

福
田

氏
の

心

酔
者
な

ら

ば、

こ

の

解
釈
を

以

て

『

論
語
』

の

当

該
一

句
を

脳
裡
に

収

め

て

い

る

可
能
性
も亠
咼

い

だ

ろ

う
。

た

し

か

に
、

弟
子

が

任
官
の

た

め

に

遠
国
へ

去

っ

て

ゆ

く

の

を
、

め
で

た

い

と

思

う
と

同
時
に、

厄
介
払
い

を

し

た

と

感
じ

る

の

は、

師
た

る

者
の

心

理

に

お

い

て
一

面

の

真
理

か

も

し

れ

な

い
。

　
し

か

し、

福
田

氏
の

解
釈
は、

や

は

り

成
り

立

た

な

い

の

で

あ

る
。

そ

れ

は、

福

田

氏
の

記
す

「

有
朋
去
遠
方
不

是
楽
乎
」

が

「

有
朋
自
遠
方
来
不

亦
楽
乎
」

の

対
句

と

し

て

は

字

数
が

そ

ろ

わ

ず、

そ

も

そ

も

現
代
中
国
語
に

同

じ

い

「

不

是
」

は

漢
文

に

お

い

て
一

種
の

俗
語
で

あ

る

た

め、

先
秦
〜
漢
代
の

文
章
に

出
て

く

る

は

ず
が

な

く、
『

論
語
』

に

記
載
さ

れ

な

か

ワ

た
一

文

の

想
定
と

し

て

は

不

自
然
で

あ

る

と
か
、

古
代
こ

の

か

た

聖
人

と

仰
が

れ
、

至

聖

先
師
と

称
さ

れ

る

孔
子

の

言
に

つ

い

て

下

種

の

勘
繰
り
に

も

近
い

邪
推
を

め

ぐ

ら

す
の

は

許
し

が

た
い

と

か

い

う

話
で

は

な

い
。

事
は、

た

だ
一

点、
「

亦
」

字
に

係
る

。

福
田

氏

が

対
句
「

有
朋
去
遠
方

不

是

楽
乎
」

を

想
定
し、

当

該
「

有
朋
自
遠
方
来

「

不
亦・
楽
乎」
の

俗
解

古
田

島
洋
介

不

亦
楽
乎
L

を

「

こ

の

男
も

ま

た

帰
つ

て

来
る、

遠
く

か

ら
た

ま

に

訪
ね
て

来
ら

れ

る

の

も

亦

た

の

し

い

こ

と

と

は

思

は
ぬ

か
」

と

口

語

訳
し

て

い

る

こ

と

か

ら

見

て、

同
氏
が

「

亦
」

を

い

わ

ゆ

る

「

モ

ま

た
」

に

解
し

て

い

る

の

は

明
ら

か

で

あ

ろ

う
。

い

や
、

口

語

訳

の

直

後
に

付
し

た
［．
そ

れ

で

始
め

て

く

亦
V

が

き

い

て

く

る
L

と

の

一

文
か

ら

推
せ

ば
、

そ

も

そ

も

「

亦
」

が

「

モ

ま

た
」

で

あ

る

以
上、

当
該
一

句

の

内
容
の

ほ

か

に

も

う
一

つ

何
か

「

楽
」

な

る

事
が

あ
っ

た

は

ず
だ

と
の

発
想
か

ら、

対
句

の

想
定
に

及

ん

だ

の

が

実
情
で

は

な

か
っ

た

か
。

要
す

る

に、

福
田

氏
の

解
釈

は

「

亦
」

11
「

モ

ま

た
」

を

発
想
の

起
点

と

し

て

い

る

の

で

あ

る
。

　

け

れ

ど

も、

先
述

の

と

お

り、

こ

の

「

亦
」

は

「

〜
も

ま

た
」

「

〜
も

同

じ

く
」

の

意
で

は

な

く、
　一

種
の

強
勢
語
で
、

「

不

亦

〜
乎
」

で
一

つ

の

表
現

を

成
す
「

亦
」

で

あ

る。

こ

れ

を

「

モ

ま

た
」

と

解
し

て

出
発
し

た

福
田

氏
の

解
釈
は、

や

は

り

誤

解
で

あ

る

と

言

わ

ざ

る

を

得
な

い
。

　

た

し

か

に
、

「

亦
」

11
「

モ

ま

た
」

は

漢

文
訓
読
の

基

礎

知

識
で

あ

る
。

同

じ

「

ま

た
」

で

も
、

俗
に

「

復
」

を

「

二

度
ま

た
」

「

再
び

ま

た
」 、
「

又
」

を

「

も

ぴ

と

つ

ま

た
」

「

さ

ら

ま

た
」

な

ど

と

称
す

る

の

と

同
様

、

「

亦
」

を

「

モ

ま

た
」

と

呼
ぶ

の

は、

な

か

な

か

気
の

利
い

た

先
人
の

知
恵
だ

。

こ

の

俗
称
さ

え

覚

え

て

お

け

ば、

三

つ

の

「

ま

た
」

の

基

本
的
な

意

味
合
い

が

区

別
で

き

る

の

で

あ

る
。

つ

ま

り、

「

復
」

が

二

度

に

わ

た

っ

て

繰
り

返
す

意
を、
「

又
」

が

さ

ら

に

も

う
一

つ

重

ね

る

意

を

表
わ

す
の

に

対
し、
「
亦
」

は

「

…
モ

亦
タ

」

の

よ

う
に

用
い

て
一．
〜
も

同
じ

く
L

の

意
を

表
わ

す

と

い

う
わ

け

だ
。

今
日

で

も

英
和
辞
典
で

巴
ω

ρ

80

な

ど

に

「

〜

も

ま

た
」

と

記
さ

れ

て

い

る

の

は、

お

そ

ら

く

漢
文
訓
読
と
の

連
想
で

英
語
を

訳

し

て

い

た

明

治
初
期
の

訳

語
の

名
残
な

の

だ

ろ

う
。

も
っ

と

も、
　一

般
に

「

復
」

や

「

亦
」

は

送
り

仮
名
に

「

タ
」

を

付
け、
「

又
」

に

は

送
り

仮
名
「

タ
」

を

振
ら

な

い

か

ら

と
い

っ

て
、

「

又．…

を

「

タ

ぬ

き

の

さ

ら

ま

た
」

な

ど

と

称
す
る
の

は、

送
り

仮
名

の

要
領
を

記
憶
す

る

に

は

都
合
が

好
い

も
の

の、

い

さ

さ

か

悪
ふ

ざ

け
の

感
が55
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．
．

∩）
ハ
〕

　一
年

し

な

く

も

な
い

が
。

　

た

だ

し、

俗
称
は

あ

く

ま

で

も

俗
称
だ、、
一

亦
L

の

音心
咲甲
瓜
口

い

は、
轟

吊

に

「
モ

ま

た
．．

に

限
ら

れ

る

わ

け

で

は

な

い．、

同

様
の

意

を

表

わ

す

こ

と

な

く、

単
に

強
勢
語

と

し

て

働
く

場
合
も

あ

り
、
−

不

亦
〜

乎
」

の

一

亦
」

は

ま

さ

に

そ

の

例
な

の

で

あ

る
。

実
ぱ、

こ

れ

は

漢「
又

に

お

け

る

常
識

の
一

に

す

ぎ

ず、

専
門
知

識
と

称
す

る

ほ

k

ど一
の

も

の

で

は

な

い
。

た

と

え

ば、
h

盲

川

幸
次
郎
氏

も

『

論
語
』

の

 

般
向
け

訳

注

書
に

お

い

て
、

当

該
「

亦
一
＋
ゲ

ニ，
モ

ま

た
」

と

解
す

る

〔
宋〕

耶
曷
の

説
を

非
と

し、

〔
清〕

王

引

之
［

−

経
伝

釈

詞
』

お

よ

び

「

江

戸剛

伊
藤
東

涯
『

用
字
櫨…
』

の

説

を

引

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ひ

こ

い

て、
一．
亦
− 一

を
一．
ご

く

軽
い

助

字
　
と

説
明

し

て

い

る．．

改
め

て

意
昧
を

僻
認

す

る

気
に

な

り

さ

え

す
れ

ば、

問
題
の

一

亦
」

を

「

モ

ま

た
」

と

す

る

誤

解
は
、

手
軽

な

訳

注

書
を

ぱ

ら

り

と

め

く

る

だ

け

で

容
易
に

防

げ

る

は

ず

な

の

だ
。

　一

不

亦
〜
乎
L

は

「

論
語
』

に

散
見
す

る

表
現
で

あ

る
。

試

み

に、
、

条
か

ら

引

い

て

み

る

と
ー．・
ー

…，，．
仲
弓

日
一

居

敬
而

行
簡、

以

臨
共
民、

不

亦
可

乎
。

…

…
L 。
〔

雍
也
）

　

…・
：

仲
弓
臼

く
一

敬
に

居

て

簡
を

行
な

ひ、

以

て

其
の

民

に

臨
ま

ば、

亦

　

た

可
な

ら

ず
や．一

…
：

こ

と
Q

曾
・

丁

〔

「，・・
…

仁
以

為
己

任、

不

亦
重

乎
。

死

而
後
已、

不

亦
遠

乎
」 。
〔
泰

伯）
　

耐
日

子

臼

く

「

：

…・
仁

以

て

己

れ

が

任

と

為
す、

亦

た

重

か

ら

ず
や、

死

し

　

て

後
巳

む、

亦

た

遠
か

ら．
ず

や
「

と
。

　

ま

た、

吉
川

氏
は

『

用
宀

チ

格
』

に
二、．
口

及

し

た

さ

い
、

　

不

亦

〜
乎
L

は

「

不
其
〜

乎
」

に

等
し

い

と

す
る

伊
藤
東
涯

の

説
を

紹
介

L
て

い

る

が、

こ

の

一、
不

其
〜
乎
」

56

も
［¶
払

珊
証
脚

』

に

見
え

る
。

：

…
孔

了
目

．
八

オ
難
〉 ．一

不

埃

然
乎。

：

…

二。
（

泰
伯
）

　

：

…・
孔
子

目

く

「

へ

才、

難
し

∀

と
。

其
れ

然

ら

ず

や
。

…

…
」

と
。

　
「．
其
［

を

「

そ

の
．

−．」
訓
ず
れ

ば

指
示

語、
　．
そ

れ
」

と

読
め

ば

強
勢
語
と

い

う
の

は、

こ

れ

ま

た

漢

文

訓
読
の

常

識
の

一

で

あ

る
。

と

な

れ

ば、
．−

不

亦
〜
乎．．

と

｝

不

其

〜

乎
−

が

同

義
と

す

る

説
も、

す

ん
“、
嫁

り

納
得

で

き

る

で

あ

ろ

う。

　

要

す

る

に
、

意
味
を、
再
確
認

せ

ん

と

す

る

意
思
さ

え

あ
っ

た

な

ら

ば
、

あ

る
、“

は

［「
論
語
』

の

字

句
を

改
め

て

調
べ

て

み

よ

う

と

の

気
持
ち
さ

え
あ

ワ

た

な

ら

ば、
コ

不

亦

〜
乎
」

の

　
亦
L

を

「
モ

ま

た
」

と

誤
解
す
る

こ

と

は

な

か

っ

た

は

ず

な
の

で

あ

る
。

そ

の

誤

解
が

防

げ

な

か
一．

た

の

は
、

『

論
語
』

冒
頭
の

「

有

朋
自

遠
方

来
不

亦

、
某
軍，
」

が

あ

ま

り

に

名

高
い

た

め

に、

福
田

氏

を

し

て

意
味

を

改

め

て

確

認
す
る

気

を

起
こ

さ

し

め

な

か

っ

た

か

ら

で

あ

り、

ま

た、

福
田

氏
が

当

該
一

句
に

あ

ま

り

に

慣
れ

親
し

ん

で

い

た

た

め、

今

さ

ら

「

論
語
」

の

他
の

類
句
と
の

比

較
を

行

な

う
気

に

す

ら

な

ら

な

か

f．
凡

か

ら

で

あ

ろ

う
。

馴
染

み

の

占
典
の

名
49
に

は、

こ

の

よ

う

な

危
険
が

潜
ん

で

い

る

の

だ
。

　

か

つ

て

福
田

氏
は
一

古
典

を

研

究

の

対．
象
に

し

て

は

な

ら

な

い
。
・・
…・
私

た

ち
の

心

が

け

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

は、

現

代
の

な
か

に、

私

た

ち

自
身
の

な
か

に、

占
典
に

通
じ

る

道

を

さ

が

す
ア
7广
 

で

す
。

古

典
に

強

ひ

て

は

な

ら

な

い
。

自
分

を

強

ひ

て

古

典
に

な

ら
，

講

こ

と

が

肝

要
で

す
。

な

ら

ふ

と

は

な

れ

る

乙

と

で

す
。

古

典

は

無

心

に

慣
れ、

習
ふ

に

限
り

ま

す
、

と

述
べ

た
。

こ

の

見

解
そ

の

も
の

に

は

多
大

な

共

感
を

覚
え

る
。

た

し

か

に、

さ・
し

た

る

動
機
も

意
図

も

な

く

古
典
を
つ

ま

み

食
い

し

て

論
議
の

た

め
の

論
議
を

や

ら

か

す

く

ら

い

な

ら、

占
典

を

ひ

も

と

い

て

沈

思

黙

．
考、

そ

れ

を

自
ら

の

鑑

と

し

て

慣

れ、
親
し

む
ほ

う
が
、

は

る

か

に

優
れ

た

占
典

へ

の
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接
し

方
で

あ

ろ

う
。

し

か

し、

古

典
に

ど

れ

ほ

ど

馴
染
も

う
と

も、

親
し

き

中
に

も

礼
儀
あ

り
、

一

定
の

節
度
を

以
て

臨
む

心

が

け

を

欠
い

て

は

な

る

ま

い
。

漢
文
法

を

顧
慮
せ

ず
漢
文

の

解
釈
に

及
ぶ
の

は、

い

わ

ば

古

典
に

対
す

る

不

法
侵
入

な
の

で

あ

る
。

四

　

そ

れ

に

し

て

も、

福
田

恆
存
氏
ほ

ど

の

人

が
、

「

亦
」

字
に

対

す

る

誤
解
か

ら

発

し
、

『

論
語
』

の

著
名
な
一

句
に

つ

い

て
、

い

さ

さ

か

見

当

違
い

の

推
測
を

繰
り

広

げ

た

と
い

う
の

は、

私
に

と
っ

て
一

つ

の

衝
撃
で

あ

る
。

誤

解
の

理
由
に

つ

い

て

は

右
に
一

応
の

見
解
を

記
し

て

み

た

が、

そ

こ

に

は

も
っ

と

深
い

原
因
が

あ

る

よ

う

な

気
が

し

て

な

ら

な
い
。

つ

ま

り、

福
田

氏
個
人
に

と

ど

ま

ら

ず、

さ

ら

に

広
く、

い

わ

ば

普
遍
的
と

も
三

爵

え

る

原
因
が、

そ

の

誤

解
の

裏
に

隠
さ

れ

て

い

る
の

で

は

な

い

か
。

そ

れ

を

剔
出
せ

ね

ば、

結
局
は、

世

を

去
っ

た

偉
大
な

評
論
家
に

対
し

て、

揚

げ

足
取
り

も

同

然
の

つ

ま

ら

ぬ

批
判
を

浴

び

せ

た

だ

け
に

終
わ
っ

て

し

ま

う
の

で

は

な

か

ろ

う
か

。

さ

す

が

に
、

そ

れ

で

は

卑
怯
と

い

う
も

の

だ
。

　

福
田

氏

が

『

論
語
』

の

当
該
一

句
に

慣
れ

親
し

ん

で

い

た
ア〕
と

は

間
違
い

な

か

ろ

う。

そ

の

姿
勢
自
体
に

疑
い

を

差

し

は

さ

む
余
地

は

あ

る

ま

い
。

と

す

れ

ば
、

慣
れ

親
し

も

う
と

す

る

姿
勢
で

は

な

く、

慣
れ

親
し

み

方、

つ

ま

り

慣
れ

親
し

も

う
と

す

る

さ

い

の

方
法

に

問

題

が

隠
さ

れ

て

い

る

の

で

は

な
い

か
。

福
田

氏
が

英
語

に

通
じ

て

い

た

こ

と

は

論
を

俟
た

な

い
。

け

れ

ど

も、

氏
が

中
国

語
に

通

暁
し

て

い

た

と

の

話
は

寡
聞

に

し

て

知
ら
ぬ

。

然
ら

ば

則
ち、

福
田

氏
が

『

論
語
』

に

慣
れ

親
し

ん

だ

方
法

と

は、

他

無
し

、

漢
文
訓

読
に

ほ

か

な

ら

な

い

は

ず
な

の

で

あ

る
。

こ

．〕
に

問

題
の

本
質
が

存
す
る

の

で

は

な

い

か
。

　

推
し

測
る

に、

福
田

氏
は

訓
読
「

朋
有
り

　
遠
方
よ

り

来
た

る、

亦
た

楽
し

か

ら

「

不

亦
楽
乎
」

の

俗

解

稿
出

島
洋
介

ず
や
L

ま

た

は

「

朋
の

遠
方
よ

り

来
た

る

有
り、

亦
た

楽
し

か

ら

ず
や
」

を

以
て

当

該
一

句
を

脳
裡
に

収
め

て

い

た

こ

と

だ

ろ

う
。

む

ろ

ん、

両

者

が

同

時
に

氏
の

念
頭

に

置
か

れ

て

い

た

と

考
え

て

も

差
し

支
え

な
い

。

も

し

福
田

氏
が

訓
読
と

と

も

に

常

に

原
文
「

有
朋
自
遠
方
来
不

亦
楽
乎
」

を

も

想
起
し

て

い

た

の

で

あ

れ

ば、
「

亦
」

を

「

モ

ま

た
」

と

誤

解
す
る

可

能
性
は

低
か

っ

た

こ

と

だ

ろ

う。

な

ぜ

な

ら、
「

モ

ま

た
」

は
一

般
に

「

（

体
言
）

モ

亦
タ
」

の

形
式
に

な

る

か

ら

だ
、

こ

の

形

式
に

当

て

は

め

て

解
釈
す
る

に

は、

否
定
辞
「

不
」

が

目

障
り

な

の

で

あ

る
。

と
こ

ろ

が、

い

ず
れ

か
一

者
の

み

に

せ

よ、

両
者
と

も

に

に

せ

よ、

と

に

か

く

訓
読
の

み

を

以
て

馴
染
ん

で

い

た

と

す
る

と、

慣
れ

親
し

め

ば

慣
れ

親
し

む

ほ

ど

「

亦
」

を

誤
っ

て

「

モ

ま

た
」

と

解
す

る

危
険
性
が

高
く

な

る

だ

ろ

う
。

そ

れ

は、

日

本
語
の

面
か

ら

も、

ま

た

漢
文
の

面
か

ら

も、

誤

解
の

可

能
性
が

高
ま

る

と
の

話
で

あ
る
。

　

ま

ず
日

本
語

と

し

て、
「

亦
た

楽
し

か

ら

ず
や
」

は、

ど

の

よ
、
り

に

響

く

だ

ろ

う

か
。

通

常
の

日

本
語
の

感
覚
で

受
け

取

れ

ば、

や

は

り

こ

の

「

亦
た
」

は

「

（

〜
と

同
じ

く、

乙

れ

も
）

ま

た
」

の

意
に

聞
こ

え

て

し

ま

う

で

あ

ろ

う。

助
詞

「

モ

」

が

な

く

と

も、

日

本
語
の

語
感
と

し

て

は

そ

れ

が

常
識
と

い

う

も

の

だ
。

む

ろ

ん、

「

亦
　

11
「

モ

ま

た
」

と

い

う
知
識
が

あ

れ

ば、

そ

の

思

い

込

み

を

助
長
す
る

。

…
モ

ま

た
L

な

ら

ば

「

（

体
言
）

モ

亦
タ

」

の

形
式
に

な

る

は

ず

だ

と

わ

か

っ

て

は

い

て

も、

日

本
人
で

あ

る

以
L
、

漢
文
法
の

感
覚

よ

り

も

日

本
語
の

語
感
を

優
先

し

て

し

ま

う

の

は

無
理

か

ら

ぬ

乙

と

だ

ろ

う。

た

と

い

「

（

体
言）

モ

亦
タ
」

を

意
識
し

て

い

て

も、

上

文
「

有
朋

自
遠
方
来
」

全

体
を

体
言

に

準
ず
る

語

句、

す

な

わ

ち

英

語

で

言

え

ば

名
詞
節
に

相
当

す

る

も

の

と

見

な

し、
「

思

い

が

け

な

く

友
人
が

遠
方

か

ら

訪
ね

て

く

る
こ

と
」

と

理

解
し

て

お

け

ば、

文
法

的
に

も

破
綻
を

来
た

さ

な

い
。

乙

れ

に

合
わ

せ

る

べ

く

律
儀
に

訓

読

す
る

な

ら、
「

朋
有
り

　
遠
方
よ

り

来
た

る

（
こ

と
）

も
」

ま

た

は

「

朋
の

遠
方
よ

り

来
た

る

有
る

（

こ

と
）

も
」

と

し

て、

下

文
「

亦
た

…

…
」

に

続
く

こ

と

に

な

ろ

う
が
、

〈

訓
読
は

簡

潔
を

旨
と

す

る

か

ら、
57
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…
明

−

人軋
岨

ヒ

紀
咳
【
隠

咋

式

屯．
学

購
・

　

　

丈
イ

　

軽
】

笛

颪
り

つ

そ

の

よ

う
ち

読
み

方
を

放
棄
し

た

の

だ

ろ

う
。

つ

ま

り
「
モ

ま

た
」

の

一
モ

L

は、

訓
読
の

都
合

上

た

酒
κ

ま

省
か

れ

た

の

だ

か

ら一、

懸
欷
シ・
し

て

は

「

亦
　
冂

「

モ

ま

た
」

で

茅

し

支
え

あ

ろ

ま
い
〉

と

断
し

て

し

ま

え

は、

そ

才
ナ

て

で

あ

る
。

　

伏

一
漢
文

と

し

て
、

コ

亦
た

泉
し

か

ら

ず

や
L

、

L

ど

う
な

る

か

と

い

う
と、

実
は
、

こ

の

川
駲

読
か
評

，

に

二

種
の

原」
乂

の

復
原
が

f
能
な

の

で

あ

る．．
一

不

亦

楽
乎
」

で

も

「

亦
不

楽
乎
」

で

も、

結
果
し

」

し

て

訓

芫
鵡

和
遅

は

な
・

＼

い

ず

れ

も
一

亦
た

楽
し

か

ら

ず
イ
」

と

杖

っ

て

し

ま

う

の

だ
。

「

不

亦
」

な・
し

ぼ

『

論
冶
し

の

原
又

そ

の

ま

ま

で、

翼、
ち
う

ん
「

亦
」

ぽ

狂

些
’

−

だ

が、

語

順
が

逆

転
し

て

「

亦

不
」

に

な

る

と．

ど、
♪

な

る

の

か
。

何
を

隠
そ

う、

こ

の

一

亦
L

乙

そ
一
モ

ま

た
一

な

の

で

あ

る。

た

と
．

尺

ば、
一

非

隈

下
之
明、

巨

亦
不

待

施
共

微
功
L

と

あ

れ

げ、
一

陛
下
の

明
に

訓

ず

ん

ば、

に
・

も

亦

た

且、
の

蕨
功

を

施

す

を

得

ず

　
と

訓
よ

吼

し、
「

も

し

陛
ド

の

御

明
徳

が

ご

ざ

い

ま

せ

ん

で

し

た

ら、

臣
下

た

る

私
−

）

｝
の

さ

さ

や

か

な

手

柄
す

り

立

て

る

こ
，
、」
カ

で

き

ド
か

。

た

こ

と

で

あ

ウ

ま

し
ょ

う
L

と

解
す

る

わ

け

だ
。

−

論
L

』

の

原
文

を

離
れ

て

「

亦
た

楽
し

か

ら

ず

や
」

と

い

う
川

…

読

の

み

に

頼
．

て

い

る

と、

い

つ

の

ま

に

釦・
ら

脳
裡
で

欠
ロ

怠
ー

ユ

順

を

転
倒
さ

せ

て

「

亦
不
」

に

作
り、

あ

た
か

も

一
モ

ま

た
」

に

否
定
乃

続
く

か

の

如
く

思

い

込

ん

で

し

ま

つ

危

険
が

あ

る
、
i

（

体
　
）

モ

亦

こ

の

形

式
か

ら

見

れ

ば
、

当
然

詞
漣
ら

原
之
で

は

否
定
辞
」

不
L

、

負

障
り

な

は

ず
流

が、

訓
読
｝

亦
た

楽
し

カ

リ

ず

や
」

と

な

る

と、

肺
魔

者
は

消
せ
、

「．
亦
」
酪

．

⊥

に

脂
置
す

る
「．
不
［

な

　

ご
｝
へ

や

ら、
」

亦
不

楽
乎
」

と

の

区

別
が

限

丿

な

く

溥
ら

い

で

し

ま

う

の

だ
。

か
・

・

し・．．、

訓
読
の

み

を

燮
」

肴
朋

自

芳
米
不

亦

京

乎
L

蹟

蘓
し

ん

で

い

る

と、
コ

亦
L

に

対
寸

る
「

賦

郷
）

危
険
性、
々

ま

す

ま

す

増
大

し

て

く

る
。

．
要
i

は

た

だ
 

つ
、

原

又

な

ら

ば

後
半
の

ゆ
一

筝

は

「

ゲ
一

だ

が
、

劉

読
て

は

後
半
の

第
一

た

か

「

亦
た
」

に

な

．

て

し

ま

う
と
い

う
こ

と

だ
。

乙

こ

巴

訓
読
の

み

｝
頼
る

漢
文

読
解
の

本
質
的
な

弱
点
が

あ

る
。

宀

・

恥

を

転
倒
さ

せ

領
読
で

は、
．

受
の

統
庠

構

58

造
を

正
山

惟

に

把
握
で

き

ず、
　
そ

も

そ

も
原叩
文
の

統
計
構
造

に

対
亠

ヨ

る

応

識
の
臼
怖

芦

化

を

免
九

な
い
．

返

り

点

を

打
ら、

日

本
丐

の
ゴ

肺

に

変
換

し
’

允

音
し

つ

へ

も・

古

典
中
国
五

…

の

原
文

は

そ

り

ま

ま

保
ら、

必

ず

融

順

を

碑
認

す

る

こ

と

　
　
こ

れ

が
、

D尸」
う

し

て

も

訓
吭

に

要

求

さ

れ

る

条
件
な
の

で

あ

る
。

耳

で

日

本・
語

を

聴
き
つ

つ

も、

目

で

は

古

典
巾

国
語
ハ

諮

順
を

逐

う
わ

け

だ。

今
な
お

渋
文
の

誓

物
が、

書
き

ド
し

h

丈

の

み

を鳳
戴

せ

る
γ
γ厂旨
な

く、

甲
刷胃
の

怕
桝

わ

し

、

返

り
占’
封
き
の

原
文

を

も
口

⊥

小

し

て

い

る

の

は、

こ

の

よ

う

厂

串
儻

旧

力

ら

な
の

で

あ．
る

。

　

木

応
第
五

〜
七
甚、
所
戦
っ

拙
論
で
、
．

排

文

訓
読
の

怜

理

が

記

億
術
で

あ

る

こ

と

を

猷

岡

じ

た。

皮
乂

訓
上

乢

と

は
、

訓
読
の

暗
涌
を

通

じ

て、

原

文
を

崎

1
す

る
…
、

廻

構
造

の

記
徳
術

ギ
こ

い

う
の

が

私

蝶
、

あ

る
。

訓
毛

お
み

の

暗

涌
で

は、

つ

ま

り

挙
層

構

造
の

記
億
術
で

は、

い

か

に

欠

陥
に

満
ち

た

方
法

に

纏
わ
っ

て

し

ま

う

か

が

十
分

に

御
理

解，
い

た

だ

けツ
9

こ

と

だ

ろ

う．

単
に

訓
玩
を

通

し

て

漢
文

に

慣
れ

親

し

む

だ

け

で

は、

自
ら

誤
解
の

繍卩
を

撒
き

散
ら

し

て

い

る

よ

う

な

も

の

だ
。

」
荵

味
を
正

舶

ー

把

握
す

る

と

の

観
点

か

ら

見
れ

ば
、

原
文
そ

っ

ち
の

け

で

訓

読
を

暗
誦

す

る

よ

り

も、

正

確
な
口

五
，

訳

で

己

憶
す
る

ほ

つ

が

女

全

で

あ

る
。

ゆ

め

ゆ

め

原
文
を

離
れ

た

訓
砒

の

危
険
性
を

忘
れ

て

は

な

る

ま

い
。

も

っ

と

b、

だ

ら

け

た

口

語
体
の

訳

文

が

記
唸

に、
不

便
な
ア
マ、
」

は、

車
々

承

知

し

た

う

え

で

の

話
で

あ

71・
が

。

　

冐

頭
に

引
い

た

と

お

り、

福
田

氏

は
一

隣
人
・

大
岡

昇
半

　
に

お

い

て、
　．
つ

も

訓

点
を

付
け

ず、

白
文
つ

ま

ま
一

有
朋

肖．
雌

方
来
不

亦

楽

乎
」

を

」

贋

し

て
、“

る
。

厂｝
“

を

頬

り

て

っ

亠
仙
田

氏
の

脳
裡
に

島

乂

が

存

征

し

て

い

な

か
（、

え

と

推
測
す
る

の

は
、

い

か

に，・
っ

不

出
の

ト

・

う

に口
兄
・

乞
だ

ろ

う。

し
か

し、

当
、^

「

隣
人

夫
岡

昇

平
一

を

読
め

ば

た

だ

ち
・

B
か

る
し
・

お

り
、

福
山

黍
引
用
し

た

の

ほ、

旧

際

文

化

会
館
の

扁
額
舮
．

阨

さ

れ

た
ま

厂

田

茂
の

才
．

に

成
る

　

有
朋
日

泄

力
来
不

亦

呆

ア
ー

十

字

で

あ
ワ

た
。

常
日

頃
か

ら

脳
裨
に

焼
き

付
い

て

い

た

原
文

を

引
い

た

わ

け

で

は

な

い

の

て

あ・
る【．
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原
文

を

離
れ

た

訓
読
の

独
り

歩
き

が

も

た

ら

す

誤
解

ー
福
田

氏
の

抱
え

て

い

た

問
題
は

、

独
り

福
田

氏
の

み

の

問
題
に

と

ど

ま

ら

ず、

普
遍
性
を

以
て

今
日

に

持
ち

越
さ

れ

て

い

る
。

い

や、

持
ち
越
さ

れ

て

い

る

ど

こ

ろ

か
、

漢
文

教
育
が

見

る

影
も

な

く

衰
え、

訓
読
の

営
み

が

ま

す

ま

す

縁
遠
く

な

る

一

方
の

現
今、

原
文
を

忘
れ

た

訓
読
の

危
険
性
は

い

よ

い

よ

高
ま

る

ば

か

り

だ
。

一

つ

だ

け、

や

は

り

『

論
語
』

の

当
該
一

句
の

「

亦
」

を

「

モ

ま

た
」

と

解
し

て

い

る

例
を

挙
げ
て

み

よ

う
．

平
成
十

二

年
〔

二

〇
〇

〇）

四

月

二

十
七

日

付
（

二

十
六

凵

発
行
）

「

日

刊
ゲ

ン

ダ

イ
」

第

二

十
三

面

に

次
の

よ

う

な

字
句
が

あ
っ

た
。

電
子
ブ

ッ

ク

を

推
奨
す

る

記
事
の

一

節

で

あ

る
。　

電
子
ブ

ッ

ク

が

机
上

に
一

台
あ

れ

ば、

ソ

フ

ト

を

替
え

る

だ

け

で

い

い

の

だ

か

ら、

さ

ま

ざ

ま

な

辞
書
の

置

き

場
所
か

ら

も

解
放
さ

れ

る
。

パ

ラ

パ

ラ

と

辞

書
を

広
げ
る

の

も

悪

く

は

な

い

が
、

キ

ー

ボ

ー

ド

を

た

た

い

て

検
索
す

る

の

も

ま
た

楽
し

か

ら

ず
や

だ
。

　

露
骨
な

「

モ

ま
た
」

で

あ

る
。

漢
字
「

亦
」

が

姿
を

消
し

、

平
仮
名
で

「

ま

た
」

と

記
さ

れ

て

い

る

だ

け

に、

原
文
に

対
す

る

意
識

が

い

っ

そ

う
薄
め

ら

れ

る
。

お

そ

ら

く、

こ

う
し

た
「
ま

た

楽
し

か

ら

ず
や
一

の

用

例
は

多
数
に

の

ぼ

り、

今
後
も

数

多
く

各
種
の

紙
面

に

登

場
す

る

こ

と

だ

ろ

う
。

　

た

だ

し、

念

の

た

め

に

断
っ

て

お

け

ば、

本
稿
は
こ

の

よ

う

な

「

亦
」

の

理

解
を

あ

く

ま

で

誤
解
と

し、

そ

の

誤

解
が

生

じ

た

原
因
・

理

由

を

追
究
し

た

に

す
ぎ
な

い
。

誤
解
だ

か

ら

悪
い
、

誤
用

は

や

め
よ
、

と

言
っ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

の

で

あ

る
。

「

不

亦
楽
乎」
の

俗

解

古
田

島

洋
介

「

不

亦
楽
乎
」

ー

「

亦

た

楽
し

か

ら

ず
や
」

と

い

う
訓

読
を、

単
な

る

漢
文

の

訓

読

に

と

ど

め

ず、

訓
読
表
現
と

し

て

日

本
語

に

取
り

入

れ

る

と

な

れ

ば、
「

亦
」

が

強

勢
語
の

ま

ま

で

は

応

用

が

利
き

に

く
い

。

や

は

り、

多
少
の

歪

み

は

承

知
の

う、
尺

で
、

「

亦
」

を

「

モ

ま

た
」

に

転
用

す
る

し

か

な

か

ろ

う
。

そ

れ

は

そ

れ

で

仕
方

が

な
い
。

「

不

亦
楽
乎
」

の

「

亦
」

が

も

と

も

と

強
勢
語
で

あ

る

こ

と

を

知
り

つ

つ
、

い

わ

ば

確
信
犯
と

し

て
［．
亦
L11

「

モ

ま

た
」

に

転
ず
る

の

で

あ
れ

ば、

誤
用
と

言

う

よ

り

も、

む

し

ろ
一

つ

の

気
の

利
い

た

措
置

に

な

り

得
る
。

さ

さ

や

か

な

漢
文
法

と

心

中

す

る

よ

り

も、

訓
読
表
現

が

も

た

ら

す

日

本
語
の

豊
か

さ

と

共

に

生

き

る

ほ

う
が

健

康
的
だ

ろ

う。

問
題

は、
「

不

亦
〜
乎
」

の

「

亦
」

の

本
来
の

意
味
A
冂

い

を

知
ら

ず、

ま

た

知
ろ

う
と

せ

ず、

つ

い

わ

か

っ

て

い

る

よ

う

な

気
に

な
っ

て

し

ま

う

無
邪

気

な

知
的
怠
惰
な

の

で

あ

る
。

本
義
を

わ

き

ま

え

た

う
え

で

の

話
な

ら

ば、

だ

れ

も

が

知

る

『

論
語
』

の

名

句
を

応
用
し

た

訓
読
表
現

も

亦
た

楽
し

か

ら

ず
や

だ。

　

な

お、
「

不
亦
楽
乎
」

は、

あ

ま

り

に

著
名
な
一

句

ゆ

え

に、

お

お

よ

そ

明
代
以

降、

本
家
本
元
の

中
国
で

も

俗
用
に

供
さ

れ

て

い

る
。

乙

れ

は
一

つ

の

言
語
現

象
と

し

て

興

味
深

い
。

中
日

辞
典
や

成
語
辞
典
の

類
で

「

不

亦
楽
乎
」

を

検
す

る

と、

口

語
で

戯
れ

に

用
い

る

表
現
で、

程
度
が

甚
だ

し

い

こ

と

を

表
わ

す

と

の

説
明

が

あ
る
。

し

か

も、

そ

の

甚
だ

し

さ

は、

ず
ぶ

ぬ

れ

で

く

さ

ん

ざ

ん
V

だ

の、

忙
し

く

て

〈

て

ん

て

こ

ま

い
〉

だ

の
、

罵

り

方
が

〈

め

ち
ゃ

く

ち
ゃ

〉

だ
の

と

い

う

内
容
だ
。

楽
し

さ

と

は

無
縁
で

あ

る
。

現
代
中
国

語
の

用
例
を
二

つ

挙
げ

て

み

よ

う。

渾

身
上

ド
淋
了
個
不
亦
楽
乎。

　

　

全

身
ず
ぶ

ぬ

れ

に

な
っ

て、

さ

ん

ざ

ん

な

目

に

あ
っ

た
。

今
天

他
忙
得
個
不

亦
楽
乎。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ロ
ゆい

　

　

今
日、

あ

の

人

は

て

ん

て

こ

ま
い

の

忙
し

さ

だ。
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ド
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感

ド
や
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κ

ろ
、

．

」

読

み方が
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の

理由
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碍
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一

そ
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か

唱

雌
文

ら

し

い」
で
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ん
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て
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ゆ

池
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読

の

覧

理
じ

、
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記
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て

あ
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例
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よ
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の

強
い
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A
肥
記隠
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使利
．t
あ
．
宀−
ー
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れが
平
の

癖

「

側
が

と
愚

考
す

る
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文
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文
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二

∩

以
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向

@U

本
人
は
、

「
亦

」

を

強

勢
語
−
・

旨

意
識

せ
ず

’
、
つ

い

訓

読
の

語

感
か

ら「

モま

に

転
用
し

、

…
楽

」

っ

ま
り

楽

し

．

ゴ

を

強

調

する
表
現

と

し

て

俗

用

す

る

・
　
一
方

、

コ

国

人

は

、

「

楽

ー

の

々

〜

竹

我

に

は

二

だ

わ

ら

ず

、

　

も

っ

ば

ら

「
不亦〜乎一・こ、圃う
　

　

　
　
　
　

　

　

　　

　

　
　

　

　
　
　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　

コ

感
嘆

表

現

に

沖

目
し、

稗

度
が
極

端

な

こ

と
を

表
わ

す

再

い
珂

として俗 用 し

いる わ け
。

名句 のたど

運命、 ま こ・二に

味深 い
の である。
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