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漢
文
訓
読
に

お

け

る
送
り

仮
名

1
体
系
的
説
明
の

試
み

ー

　
　
　

　

　
　
　
　

古
田

島
洋
介

　
本
誌
第
十
一

号
所
載
の

拙
稿
「

訓
読
文
を

読
む

順
序
」

で、

返

り

点

付
き

の

訓
読

文
を

読
ん

で

ゆ
く

順

序
に

つ

い

て

理

論
的
整
備
を

試
み

た

が、

そ

も

そ

も

の

発
想
は

「

漢
文
訓
読
の

何
た

る

か

を

わ

き

ま

え

ぬ

宇
宙

人

の

ご

と

き

学
生

に

対
し

て
、

返

り

点
付
き

の

訓

読
文
を

読
ん

で

ゆ

く

順
序
を

明

快
に

説
明

で

き

る

か
」

で

あ

っ

た
。

本

稿
で

は、

こ

れ

を

も

う
一

つ

の

訓
点、

す

な

わ

ち

送

り

仮
名
に

つ

い

て

適
用

し

て

み

よ

う
。

む

ろ

ん、

広
い

意
味
で

訓
点
と

言
え

ば、

句
読
点
・

返

り

点
・

送
り

仮
名
の

三

者
を

指
す

が、

レ

点
の

使
い

方
さ

え

お

ぼ

つ

か

な

い

学
生

が

白

文

に

句
読
点
を

付

け

る

場
面

な

ど

想
像
す
ら
で

き

ぬ

の

が

現
状
だ

。

か

つ

て

の

漢
文

教
師
は

白

文
を

数

行
示

し

て

「

句
読
を

切
れ
」

と

記
せ

ば

試
験
問
題

な

ぞ
一

丁
上

が

り

だ
っ

た

ら

し

い

が
、

今
と

な
っ

て

は

夢
の

ま

た

夢
。

返

り

点
が

正

確
に

使
え、

送

り

仮
名
が

＝
隠

そ

れ

ら

し

く

振
れ

れ

ば、

大
満
足

と

す
べ

き

御
時
世

な

の

で

あ

る
。

　
然
り、

送

り

仮
名
を

「

そ

れ

ら

し

く
」

振
る

こ

と

は
、

現
今
の

学
生

に

と
っ

て

至

難
の

業
だ

。

す

で

に

訓
読
口

調

が

は

る

か

に

耳
遠
い

存
在
と

な

り、
「

こ

ん

な

ふ

う

に

読
ん

で

お

け
ぜ、

い

か

に

も

漢
文
訓
読
ら

し
い

響
き

だ
」

と

の

判
断
が

ま

る

で

つ

漢
文
訓
読
に

お

け
る

送
り

仮
名
．
　

古
田

島

洋
介

＊

言
語
文
化

学
科

　
教
授
　
日

中

比

較
文

学

か

な

い

か

ら

で

あ

る
。

し
か

も、・

こ

れ

は

学

部
生

の

段
階
に

と

ど

ま

ら

ず、

も

は

や

優
秀

な

大

学
院
生

に

ま

で

当
て

は

ま

る

の

が

実
情
だ

。

　
こ

こ

数
年、

私
は

月

に
…

回
の

割
合
で

開
か

れ

る

漢
文
訓

読
研

究
会
に

参
加
し

て

い

る

が
、

そ

こ

に

集
ま

る

の

は、

国

立

大

学
の

筆
頭
と

目

さ

れ

て

い

る

T
大

学
や

私

立

大

学
の

雄
と

さ

れ

る

W
大
学
な

ど、

い

わ

ゆ
る

有
名

大
学
の

中
文
科
で

学
ぶ

大

学

院
生

が

大

半
を

占
め

る
。

中
文
科
で

は

古
典

中
国

語

す

な

わ

ち

漢
文
ま
で

現
代
中

国

語

で

発
音
し

て

し

ま

う

た

め、

訓
読
力
を

養
う
こ

と

が

で

き

な

い
。

そ
の

た

め、

少

し

で

も
訓
読
力
を

身
に

着
け
た

い

と、

漢
文

訓
読
研

究
会
に

参
集
す
る

わ

け

だ。

さ

す

が

に

聡
明
な

大

学
院
生

た

ち

だ

け

に
、

中
国

語
の

感
覚
を

よ

く

理

解
し

て

お

り、

わ

け

の

わ

か

ら

ぬ

誤
読
を

犯
す
こ

と

は

ほ

と

ん

ど

な
い

。

け

れ

ど

も、

訓
読
そ
の

も

の

が

い

か

に

も

訓

読
ら

し

い

型
に

は

ま
っ

て

い

る

か

と

な

る

と
、

い

さ

さ

か

怪
し
い

場
面

も

時
折
り

目

に

つ

く

の

で

あ

る
。

冖
た

と

え

ば、

〔

唐
〕

柳
宗
元
の

一

文

を

読
ん

で

い

た

と

き
、

某
君
が

あ

る

動
詞

を

「

〜
し

け

り
」

と

訓
読
し

た

こ

と

が

あ
っ

た
。

一

瞬、

お

や

と

思
っ

て

見
回

し

た

が
、

怪
謌
な
顔
を

し

て

い

る

者
は
一

人

も

い

な
い

。

そ
こ

で、

私
が

「

現
行
の

漢
文
訓
読

で

は、

過

去
の

助
動
詞
〈

け

り
〉

は

使
わ

な

い

こ

と

に

な
っ

て

い

る
」

と

言
う

と、

そ

う
言
え

ば

そ

う

だ
っ

た

と
い

う

雰
囲
気

は

漂
わ

ず、

こ

ぞ

っ

て

有
難
い

と

ば
か

り

に

覚
書
を

記
し

て

い

る
。・

こ

れ

は

大

き

な

衝
撃
だ
っ

た
。

今
や、

こ

う

し

た

優
秀
な

大

学
院
生

に

と
っ

て

も

訓
読
口

調

が

耳

遠
い

存
在
と

な

っ

て

し

ま
っ

た

の

か

と

思

う

と
、

ま
こ

と

に

暗
澹
た

る

心

持
ち

だ
っ

た

の

で

あ

る
。

　
も

ち

ろ

ん
、

か

か

る

惨
状
を

招
い

凌

最
大

の

原
因
は、

教
育
関
係
諸
機
関
あ

げ
て

の

漢
文
殺
し

に

ほ

か

な

ら

な
い
。

漢
文
な

ぞ

無
用
の

長
物
と

ば

か

り、

中
学
や

高
校

で

ま

と
も

に

訓

読
を

指
導
せ

ず、

大

学
で

も

ろ

く

に

教
え

ぬ

と

な

れ

ば、

訓
読
の

骨

法

を

知
る

機
会

は

ど
こ

に

も

な
い

の

で

あ

る
。

　
し

か

し、

漢
文
教
育
の

衰
退

は

時
勢
の

然
ら

し

む

る

と
こ

ろ

と

は

い

え
、

そ

れ

を15
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明
星

大
学
研
究
紀
要
【

目

本
文
化
学
部
・
言
語
文
化

学
科
】

第
十
三

号

　
二

〇

〇
五

年

除
け

ば、

漢
文

訓
読
の

最
大
の

敵
は

漢
文
教
師
の

指
導
法

そ

の

も
の

な

の

か

も

し

れ

な
い

。

論
よ

り

証
拠、

右
に

紹

介
し

た

私
自
身
の

台

詞
が
、

漢
文
教
師
の

通

弊
を

如

実
に

表
わ

し

て

い

な

い

だ

ろ

う

か
。

「

こ

う
読
む

こ

と

に

な

っ

て

い

る

ん

だ

か

ら、

こ

の

よ

う
に

訓
読
し

て

お

き

な

さ

い
」

「

そ

う

は

読
ま

な

い

こ

と

に

な
っ

て

い

る

ん

だ

か

ら、

そ

の

よ

う

な

訓
読
は

や

め

な

さ

い

」

ー
程
度
の

差

こ

そ
あ

れ、

何
か

に

つ

け

て

日

々

こ

の

よ

う
な

指
導

が

教
室
で

行
わ

れ

て

い

る

の

で

は

な
い

か
。

つ

ま

り、

生

徒
・

学

生

が

間

違
え

る

た

び

に、

そ

の

場
か

ぎ

り

の

知

識
を

ち

び

ち

び

小

出
し

に

し、

い

つ

ま

で

経
っ

て

も

訓

読

の

全

貌
が

把
握
で

き

る

よ

う
な

実
用

的

か

つ

体
系

的

な

説
明
を

行

お

う

と

し

な

い

こ

と

こ

そ、

漢
文
教
師
の

指
導
法
を

以

て

漢
文
訓
読
の

最
大

の

敵
と

為
す

ゆ

え

ん

な

の

で

あ

る
。

　
む

ろ

ん、

か

く

言

う

私
も、

ち
び

ち
び

小
出
し

派
の

典

型
だ

ろ

う
。

実
際、
「

過

去

の

助
動
詞
〈

け

り
〉

は

使

わ

な

い
」

と

口

に

し

な

が

ら、

い

っ

た
い

文
語

の

助
動

詞
と

し

て

ど

れ

を

用
い

ど

れ

を

使
わ

な

い

の

か
、

た

だ

ち

に

説
明

に

及

ぱ

な

か
っ

た

か

ら

で

あ

る
。

な

ぜ、

即
座

に

説
明
し

な
か

っ

た

の

か
。

他
無
し、

自

分
で

も

知
識

が

整
理
で

き

て

お

ら

ず、

明
確
に

説
明
す

る

自
信

が

な

か
っ

た

か

ら

で

あ

る
。

説
明

し

な

か

っ

た

の

で

は

な

く、

説
明
で

き

な
か

っ

た

の

だ
。

一

言

以

て

之

を

蔽
え

ば、

不
勉
強。

怠
慢
と

言
っ

て

も

よ

い
。

こ

の

よ

う

な

場
当

た

り

指
導
し

か

受
け

ら

れ

ぬ

学
生

こ

そ

最
大
の

被
害
者
で

あ

ろ

う。

　
け
れ

ど

も、

教
師
の

不

勉
強、

怠

慢
は

天

の

見

逃
さ

ざ

る

と

こ

ろ
。

こ

の

た

び、

つ

い

に

小

出
し
の

場
当
た

り

指
導
が

ま
ワ

た

く

通

用
し

な

い

場

面

に

出
く

わ

し

た
。

平
成
十
六

年
（

二

〇
〇
四
）

三

〜
七

月、

中
国

は

北
京
日

本
学

研

究
セ

ン

タ

ー

の

文

学
コ

ー

ス

派
遣
教
員
と

し

て、

中
国
人
の

大

学
院
生

に

漢
文
訓

読

を

教
え

た

の

で

あ

る
。

日

本
人

の

学

生

と

は

異

な

り、
「

漢
文
訓
読
は

文
語
を

使
っ

て

読
む

こ

と

に

な

っ

て

い

る
」

で

は

納
得
し

な

い
。

文

語
文
法

の

初
歩
を

学
ん

だ

だ

け

の

中
国

人
大

学

院
生
に

訓
読
を

教
え

る

以

上
丶

訓
読
に

用
い

る

古

語
の

諸
相、

訓

読
に

見

ら

れ

る

文

16

語

文

法
の

特
例
な

ど

に

つ

い

て、

整
然
た

る

説
明
が

要
求
さ

れ

る
。

私
も、

こ

れ

ぞ

絶
好
の

機
会
と

ば

か

り、

小

出
し

に

し

て

き

た

知
識
を

整
理

し、

ど

う
説
明
す

れ

ば

明
快
に

納
得
さ

せ

る

こ

と
が

で

き

る

か
、

乏

し

い

知

恵
を

絞
っ

て

工

夫
す
る

こ

と

と

な
っ

た
。

以
下、

そ

の

さ

さ

や

か

な

成
果
を

披
露
し

た

い

と

思

う
。

今
な

お

何
か

と

不

備
が

目
立

ち、

実
用

的
か

つ

体
系
的
と

称
す
る

に

は

程
遠
い

が、

指
向
す
る

と
こ

ろ

は

御
理

解
い

た

だ

け

る

だ

ろ

う。

関
係
各
位
の

御
参
考
に

な

れ

ば

幸
い

で

あ

る
。

形
式
上

の

問

題

　
ま

ず
は

形
式

上

の

こ

と
か

ら

片
づ

け
て

し

ま
お

う
。

　
送
り

仮
名
の

書
式

は、
「

文

語
文

法
に

則
り、

歴

史
的
仮
名
遣
い

で、

原
文

の

漢

字
の

右
下
に

小

さ

く

片
仮

名
で

付
け
る
」

と

説
明

さ

れ

る

の

が
一

般
で

あ

る
。

送

り

仮
名
の

位
置
や

字
の

大

き

さ、

お

よ

び

用
い

る

仮
名
の

種
類
に

つ

い

て

は、

あ

れ

こ

れ

穿
鑿
し

て

み

て

も
さ

し

て

実
り

が

あ
る

と

は

思

え

な
い

。

現
行
の

送
り

仮
名
に

関

す
る

か

ぎ
り
、

す
で

に

自

明
の

常
識
だ
か

ら

だ
。

稀
に

は

漢
字
の

左
側
に

送
り

仮
名

を

付
け、

右
側
に

返
り

点

を

振
る

学
生
も
い

る

が

（

い

っ

た

い

中
学
・

高
校
で

ど

の

よ

う

な

指
導
を

受
け

て

い

た

の

だ

ろ

う

？
）

、

ま

っ

た

く

例
外
中
の

例
外

に

し

て、

取
り
立

て

て

気
遣
う

必

要
は

あ

る

ま

い
。

片

仮
名
の

発
生

そ

の

も
の

が

漢
文
へ

の

書

き

込

み

用
と

わ

か

れ

ば、

字
の

大
き

さ

と

仮
名
の

種
類
に

つ

い

て

は、

た

だ

ち

に

納

得
で

き

る

は

ず
で

あ

る。

書
き

込

む

場
所
も、

縦
書
き

の

文
章
に

お

け
る

視
覚
の

生

理

か

ら

見
て
、

右
下

と
い

う
の

が

自
然
な

位
置
だ

ろ

う
。

と

な

れ

ば、

あ
ど

は

文
語

文
法
に

注
意
し

て、

歴

史
的
仮
名
遣
い

を

問
違
え

ず
に

振
れ

ば

事
無
き

を

得
た

り

と

な

り

そ

う
だ

が、

例
に

よ
っ

て
一

事
と

し

て

容
易

な

る

は

無
し、

そ

う

簡
単
に

は

ゆ

か

ぬ

の

が

実
情
だ

。

な

ぜ

な

ら、

送
り

仮
名

の

形

式
に

と
っ

て、

右
の

ご

と

き

書
式

や

表
記
の

原
則
よ

り

も、

む
し

ろ

具
体
的

な

表
記

の

問

題

が

厄

介
な

存
在
だ

か

ら

で
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あ

る
。「

つ

ま
り、

読
み

の

ど
こ

か

ら

を

送

り

仮
名
に

す

る

か

と

い

う

問
題
こ

そ

が
、

何・
か

と゚

形
式
上
の

紛
糾
を

も

た

ら

す
の

だ
。

　
一

般
に
、

送
り

仮
名
の

付
け

方
は

「

原

則

と

し

て、

活
用
語
は

活
用

語
尾
か

ら

送

り、

副
詞，・

連
体
詞
・

助
詞
・

接
続
詞

な

ど

は、

最
後
の

一

字
だ

け

を

送
る
。

た

だ

し、

現
今
で

は

必

ず
し

も

統
一

さ

れ

て

い

な

い
」

（

東
京
都
高
等
学
校
漢
文
教
育
研

究
会
［
編
］

『

新
補
　
漢
文

提
要
』

　一

五

頁、

新
塔
社、

昭

和
六

十
二

年
）

と

説
明

さ

れ

る
。

け

れ

ど

も、．

自
ら

但

し

書
き

を

付
し

て

「

現

今
で

は

必
ず
し

も

統
一

さ

れ

て

い

な

い

」

と

述
べ

て

い

る

よ

う

に、

実
際
の

場
面

で

は

不
統
一

に

よ

る

無
益

な

混

乱
が

少
な

く

な
い

。

今、

煩
を

避

け

て
沸

そ

う

し

た

紛

糾
の

実
情
を

あ

れ

こ

れ

並
べ

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　
い

と

ま

立

て

る

の

は

差
し

控
え

よ

う。

実
際、

枚
挙
に

遑

が

な
い

う
え、

ま
っ

た

く

実
り
の

な
い

徒
労
に

終
わ

る

の

が

明

白

だ

か

ら

だ
。

た

だ

ち

に、

こ

れ

以
上
つ

ま

ら

ぬ

混
乱

を

招
か

ぬ

よ

う、

二

つ

の

提
案

を

記
す
こ

と

と

す
る
。

　
第
一

は、

送

り

仮

名
に

つ

い

て

は

結
果
主

義
を

以

て

臨
む
べ

き

こ

と
。

こ

こ

に

謂

う

結
果
主
義
と

は、

送
り

仮

名

を

ど

う
送
ろ

う

が、

結
果
と

し

て

正

し

い

読
み

が

得

ら

れ

さ

え

す

れ

ば、

い

ず

れ
の

送

り

仮
名
を

も

許
容
せ

ん

と
す
る

態
度
を

指
す

。

つ

ま

り、

原
則
ど

お

り

活
用

語
尾
か

ら
送
れ

ば

「

日
バ

ク
」

「

以
ッ

テ
」

「

来
ル

」

と

な
る

も

の

の、
「

日

ク
」

「

以
テ

」

「

来
タ

ル

」

も

十
分
に

許

容
せ

よ
、

と
い

う
こ

と

だ
。

事

実、

私
自
身
は

「

日

ク
」

「

以
テ

」

「

来
タ
ル

」

と

送
る

習
慣
で

あ

り、

こ

の

送
り

仮

名
を

用
い

た

拙
稿
に

つ

い

て

読
者
そ

の

他
か

ら

咎
め

ら

れ

た
こ

と

は
一

度
も

な

い
。

た

し

か

に、
「

日

ク
」

「

以
テ

」

で

は

活
用
語
尾

が

漢
字
に

隠
れ

て

し

ま

い
、

「

来
タ

ル

」

は

語

幹
の

「

タ
」

が

送
り

仮
名

に

は

み

出
て

い

る
。

け

れ

ど

も、

か

つ

て

は

「

日

ク
」

「

以
テ

」

こ

そ

「

日
」

「

以
」

の

送
り

仮
名

と

し

て

は

常
態
で

あ
っ

た
。

ま

た、

現

今、
「

来
ル

」

で

は

「

く

る
」

と

誤
読
す

る

学
生
が

少
な

く

な

い

た

め、
「

来

タ

ル

」

の

ほ

う

が

安
全

な

の

で

あ

る
。

こ

う
し

た

送
り

仮
名
を

排
斥
さ

れ

て

は

た

ま

ら

な
い

。

も

し

原

則
に

よ

っ

て

排
斥
さ

れ

る

の

で

あ

れ

ば
、

そ
の

原
則
こ

そ

が

誤
り

漢
文

訓
読
に

お

け

る

送
り
仮
名

古

田

島
洋
介

な

の

で

あ

る
。

　
そ

も

そ

も、

通

常
の

日

本
語
の

文

章
で

も

送

り

仮
名
は

厄

介
な

存
在
で、

ど
こ

ま

で

を

振
り

仮
名
す
な

わ

ち

漢
字
の

読

み

と

し、

ど
こ

か

ら

を

送
り

仮
名
と

す
る

か

に

つ

い

て
一

定
の

法
則
が．
あ

る

わ

け

で

は

な

か

ろ

う
。

・
こ

れ

を

漢
文

の

場

に

お

い

て

の

み

す
っ

き

り

整
理

で

き

る

わ

け

が

な
い

の

で

あ

る
。

「

行
う

」

に

せ

よ

「

行
な

う
」

に

せ

よ、

と

に

か

く

「

お

こ

な

う
」

と

読
め

さ

え

す

れ

ば

よ

い

と

の
一

般
常
識
を

漢

文
訓

読
に

も

適

用
し、

寛
容
な

結
果
主

義
を

以

て

臨
む

の

が

妥

当

な

態

度
だ。

実
際、

私
は

右

の

記
述

の

な

か

で

二

回

「

以

て
」

と

記
し

て

い

る

が、

看
過
し

が

た
い

抵
抗

を

覚

え

た

向

き

は

皆
無
だ

ろ

う。

　
「

立
二

」

と

「

立
チ

ド
コ
・

ご

に

つ

い

て

も，
同

様
で

あ

る
。

副
詞
に

関

す

る

原
則

ど

お

り、

最

後
の

一

字
だ

け

を

送
れ

ば

「

立
・
ご

と

な

る。

し

か

し、

現
在、

そ

れ

こ

そ

た

ち

ど
こ

ろ

に

こ

れ

を

「

た

ち
ど

こ

ろ

に
」

と

読
め

る

学
生

は

ほ

と

ん

ど

い

な

い

だ

ろ

う
。

や

は

り

「

立
チ

ド

コ

卩

二
」

の

ほ

う
が

親
切

で

あ

る
。

長
々

し

い

と

は

い

　
　

　

　

　

　
　

　
し

え、

誤
読
を

防
ぐ

に

如
く

は

な

い
。

吉
沢
康
夫
『

新
漢
文

の

基

本
構
文

 
』

（

三

省

堂、

平
成
三

年
）

一

二

頁
の

よ

う
に
、

「

立

チ

ド
コ

・

二
」

の

ご

と

き

送

り

仮
名
を

初

心

者
用

と

説

明
す

る

の

も
一

法
だ

ろ

う。

け
れ

ど

も、

ど

う

説
明
す

る

に

せ

よ
、

そ

の

原
則
は

結
果
主

義
に

基
づ

く

寛
容
に

依
る

べ

き

だ
。

「

立

ド

コ

・

二
」

「

立
コ

・
二

」

「

立
・、二

」

も、

す
べ

て

許
容
し

な

け

れ

ば
い

け

な

い
。

「

た

ち

ど
こ

ろ

に
」

と

読

め

て

さ

え

い

れ

ば

よ

い

の

で

あ

る
。

さ

す

が

に
、

一

つ

の

訓

読
文

の

な

か

に

「

立
二

」 ．

と

「

立

チ
ド

フ

・
二

」

が

混
在
す

る

よ

う

な

不

統
一

は

困
り

物
だ

が
。

　
あ

る

学
生
に

よ

る

と、

高
校
の

と

き、

再
読
文

字
「

須
」

の

初
読

「

す
べ

か

ら

く
」

の

送
り

仮

名
に

つ

い

て、

国
語
の

教
師
が

「

須
ラ
ク

」

し

か

認
め

ず、
「

須
ク

」

に

も

「

須
ヵ

ラ

ク
」

に

も

減
点

ど

こ

ろ

か

罰
点
を

食
ら

わ

し、

そ

の

学

生

本
入
も

「

須
ヵ

ラ

ク
」

と

し

た

た

め

に

罰

点
を

頂
戴
す

る

憂
き

目

に

遭
っ

た

と
い

う
。

ま

こ

と

に

気
の

毒
と

し

か

言
い

よ

う
が

な

い
。

「

何
だ

か

馬
鹿
馬
鹿
し

い

気
が

し

て、

全
然17

N 工工
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二
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〇

五

年

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
む
ぺ

勉
強
す
る

気
に

な

れ

ま

せ

ん

で

し

た
L

と

言

う

の

も

宜

な

る

か

な

で

あ
る
。

こ

の

よ

う
な

厳
格
さ

は

百

害
あ
っ

て
一

利
な

し、

漢
文

嫌
い

を

増
産
す
る

だ

け

だ。

結
果
と

し

て

「

す
べ

か

ら

く
」

と

読

め

て

さ

え

い

れ

ば、

ど
こ

か

ら

送
る

か

な

ど

と

い

う

問

題
は、

ま
っ

た

く

の

枝
葉
末
節
に

す

ぎ

な
い

の

で

あ

る
。

　

第
二

は、

捨
て

仮
名
と
い

う

呼
称
を

復
活
す
べ

き
こ

と
。

先
に

示

し

た

原
則
に

忠

実
に

従
え

ば、

非
活

用
語
た

る

名
詞
の

読
み
が

送
り

仮
名
に

は

み

出
る

こ

と

は

な

い
。

し

か

し、

実
際
に

は

「

原
ト

」

の

よ

う

な

送
り

仮
名
を

付
け

る

こ

と

が

あ

る
。

「

も

ど
」

と

読
ま

せ

る
べ

く

「

卜
」

を

付
け

る

わ

け

だ

が
、

こ

れ

に

は

抵
抗
を

感
じ

る

学

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　
も

と

生

が

少
な

く

な

い

よ

う

だ
。

「

す
べ

て

振
り

仮

名
に

し

て

〈

原
〉

で

は

い

け

な

い

の

か

？
」

と

の

質
問

に

は、
「

そ

れ

で

も

よ

い

」

と

答
え

る
。

と

に

か

く

「

も

と
」

と

読
め

さ

え

す

れ

ば

よ

い

の

だ

か

ら
。

し

か

し、

そ

れ

で

も

「

原
卜

」

に

解
せ

ぬ

印

象

を

抱
く

学
生
が

数
多
く

残
る

。

送
り

仮
名
は

活
用

語
尾
が

ら

み

か

助

詞
・

助

動

詞
の

類
に

決
ま
っ

て

い

る

と

の

固

定
観
念
が

あ

る

た

め

だ
。

　

た

だ

し、

名
詞
の

読
み

が

送

り

仮
名
に

は

み

出

た

か

ら

と
い

っ

て
、

す
べ

て

の

語

に

つ

い

て

学
生

が

抵
抗
を

感
じ

る

わ

け

で

は

な
い

。

同

じ

名
詞
で

も、

動
詞
の

連

用

形

か

ら

転
じ

た

「

群
レ

」

「

愁
へ

」

「

教
へ

」

な

ど

に

は

違
和
感
が

な

い

よ

う

だ
。

そ

れ

ぞ

れ

本
を

正

せ

ば

活
用
語
尾
だ

か

ら

で

あ
る

。

　

で

は
、

「

原
卜

」

の

類
に

対
す

る

心

理

的
な

引
っ

掛
か

り

は、

ど

の

よ

う

に

解
決

す

れ

ば

よ

い

の

だ

ろ

う
か

。

こ

こ

で

想
起

す
べ

き

は、

送
り

仮
名
の

旧

称
・

別
称

で

あ

る
。

送

り

仮
名
は
、

明
治
期
に

は

副
え

仮
名
（

添
え

仮
名
）

と

も

言
い
、

漢
文

訓

読
の

場
に

お

い

て

は

捨
て

仮
名
ま

た

は

尻
仮
名
と

も

称
し

た
。

こ

の

う

ち、

副
え

仮

名
（

添
え

仮
名
）

は、

い

さ

さ

か

漠
然
と

響
く

語

感
の

う

え、

「

そ

え
」

と

い

う

だ

け

に、

後
述
の

読
み

添
え

語
す

な

わ

ち

補
読
語
と

混
同
す

る

お

そ

れ

が

あ

る

の

で、

慎
重

を

期
し

て

暫
く

採
ら

な

い
。

ま

た、

尻
仮
名
は、

少
し

く

下

品
な

語
ゆ

え

に

使

い

づ

ら

か

ろ

う
。

そ

こ

で、

残
っ

た

捨
て

仮
名
と

い

う
呼
称
を

現
代
に

復
活
さ

せ
、

18

「

原
卜

」

の

「

ト
」

の

よ

う

に、

活

用
語
尾
に

非

ず
、

助
詞
・

助
動

詞
に

も

非
ず、

純
然
た

る

誤

読
防
止

用

の

送
り

仮
名
を

捨
て

仮
各
と

呼
ぶ

こ

と

に

し

た

い
。

た

と

え

ば
、

「

半
バ

」

「

即
チ

」

の

「

バ

」

「

チ
」

な

ど

も、

す
べ

て

捨
て

仮
名
で

あ

る
。

送

り

仮
名
と

聞

く

と、

ど

う
し

て

も

活
用

語

尾

や

助

詞
・

助

動

詞
を

想
い

起
こ

す
た

め、

も

っ

ぱ

ら
誤
読
防
止

に

用

い

る

送
り

仮

名
は

別
扱
い

で

き

る

よ

う
に

し

て

お

く

ほ

う

が

何
か

と

便
利
な

の

だ
。

「

来
タ

ル

」

の

「

タ
」

の

ご

と

く、

活
用
語
の

語
幹
が

外

に

漏

れ

出
て

き

て

も、

捨
て

仮
名
と

し

て

扱

え

る
。

原

田

種
成

氏
は

添
え

仮
名
と

い

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　
〔
1）

う
呼

称
の

復
活
を

主
張
し

て

い

た

が
。

　

も

ち

ろ

ん
、

送
り

仮
名
に

は、

捨
て

仮
名

の

み

な

ら

ず、

活
用
語

尾
や

助
詞
・

助

動
詞

な

ど

の

補
読
語
も

含
ま

れ

る
。

こ

の

三

者

の

総
称
を

送
り

仮
名
と

規
定
し

て

お

け

ば

都
合
が

よ

い
。

訓
読
に

ど

う

し

て

も

必

要

な

活
用

語

尾
や

助
詞
・

助
動
詞
な

ど

ま

で

含
め

て

捨

て

仮
名
と

称
す

る

と、

必

要

な

も

の

ま

で

捨
て

て

も

か

ま

わ

な
い

よ

う
に

聞
こ

え、

実
体
と
名
称
と

の

あ

い

だ
に

齟
齬

が

生

じ

る

か

ら

だ
。

三

者
の

並

び

順
は

次
の

よ

う

に

な

ろ

う
。

送

り

仮
名

冂

捨
て

仮
名
＋

活

用

語
尾
＋

補
読

語

　

三

者
そ

れ

ぞ

れ

の

値
は

0
（

無
し

）

か

ー

（

有
り

）

で

あ
る
。

捨
て

仮
名
を

必

要

と

し

な
い

非
活
用
語
で、

特
に

読
み

添

え

る

べ

き

補
読
語
も

不

要

と

な

れ

ば、

三

者

の

値
の

総
計
は

0、

す
な

わ

ち

送
り

仮

名
は

無
し

と

な
る

わ

け

だ。

　

　

　

　
　
　

　

　

　

も

と

　

も

っ

と

も、

前
述
の

「

原
」

で

も

「

原
卜

」

で

も

可

と
い

う

話
が

曲ハ
型
的
に

示

す

よ

う
に、

捨
て

仮
名
は

振
り

仮
名
と

密
接
不

可

分
の

関
係
に

あ

る。

誤
読
を

防
ぐ
べ

く、

振
り

仮
名
が

漢
字
の

外
に

漏
れ

出

て

き

た

の

が

捨
て

仮
名
だ
か

ら

だ
。

要
す

る

に
、

振
り

仮
名
と、

送

り

仮
名
の

先
頭
に

位
置
す

る

捨
て

仮
名
と
の

あ
い

だ

に

は
、

ト
ロ

ン

ボ

ー

ン

の

ス

ラ

イ

ド

支

柱
の

ご

と

き

可
動
式
の

仕
切

り

が

あ

る

と

考
え

て

お

N 工工
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け

ば

よ

い
。

決
し

て

固
定
さ

れ

た

壁
で

仕
切
ら

れ

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

の

で

あ

る
。

こ

の

仕
切

り

の

可
動
範
囲
こ

そ、

す
で

に

述
べ

た

送
り

仮
名
に

対
す
る

結
果
主

義
の

寛
容
さ

に

ほ

か

な

ら

な

い
。．

　

ま

た、

漢
字
の

読
み

を

示

す

と

い

う

点
で

は、

振
り

仮
名
も

送

り

仮
名
も

同
等
の

機
能
を

有
し

て

お

り
、

時
と

し

て、

送
り

仮
名
で

は

読
み

を

十

全

ζ

示

せ

ず、

誤
読

防
止

の

た

め

に

は

振
り

仮
名
の

登
場
を

待
た

ね

ば

な

ら

ぬ

場
合

も

あ

る
。

そ
の

代
表

例
が

「

自
」

で
、

果
た

し

て

「

み

つ

か

ら
」

な

の

か

「

お

の

つ

か

ら
」

な

の

か、

不

明

確
な

場
合
が

多
い
。

一

般
に

は

「

み

つ

か

ら
」

な

ら

ば

「

自
ラ

」 、
「

お

の

つ

か

ら
」

な

ら

ば

「

自
ヅ

ヵ

ラ
」

と

送
っ

て

区

別
し

て

い

る

よ

う
だ

が、
「

自
ラ

」

を

「

お

の

つ

か

ら
」

と

読
め

ぬ

道
理

は

な

く、

現
今

「

立
二

」

を

「

立
チ

ド
コ

ニ
」

と

記
す

こ

と

が

少
な

く

な

い

風
潮
の

な

か

で
、

「

自
ヅ

ヵ・
フ

」

を

「

み

つ

か

ら
」

と

読
ん

だ

と

て、

に

わ

か

に

咎
め

る

こ

と

は

で

き

な

い

だ

ろ

う。

こ

う

し

た

誤
読
を

確
実
に

防

ぐ

に

は
、

ど

う

し

て

も

振
り

仮
名
の

動
員
が

必
要
で
、

実
は

江

戸
時
代
の

和

刻
本
に

し

　

　

　

　
　

　

　

　
ミ

　

　
　

　　
オ

ば

し

ば

見
ら

れ

る

「

自
」

「

自
」

の

ご

と

き

指
示
こ

そ

が

最
も

簡
潔
で

合
理

的

だ
。

た

だ

し、

ど

う
い

う
わ

け
か

現

代
は

振
り

仮
名
を

毛

嫌
い

す
る

風

潮
が

あ

る

た

め、

こ

う

し

た

先
人

の

見
事
な

知
恵
が

活
か

さ

れ

て

い

な

い

の

は

甚
だ

遺
憾
で

あ

る
。

　

い

ず
れ

に

せ

よ、

送

り

仮
名

を

振
り

仮
名
と

切

り

離
し

て

考
え

る

こ

と

が

で

き

な

い

以

上
、

漢
字
の

読
み

を

示

す
両
者
を
一

括
し

て

読
み

仮
名
と

称
し、

次
の

よ

う
に

領
域
を

設

定
し

て

お

く・
の

が

最
も

実
用

的
だ

ろ

う
。

読
み

仮
名
11
振
り

仮
名

＋

　
　
　
　
送

り

仮
名

　
　

　

　

　

漢

辱
捨
て

仮
名
＋

活
彫
伍
・

尾

＋

補恕
訊
翫
・

漢
文
訓

読
に

お

け

る

送

り

仮
名

古
田

島
洋
介

　
こ

の

図

式
で

は、

読
み

仮
名
領
域
を

漢
字
の

右

側
に

設
定

し

て

あ

る
。

通

常
の

漢

字

は

こ

れ

で

十

分

に

処
理

可
能
だ

。

置

き

字
に

つ

い

て

は、

振
り

仮

名
か

ら

補
読
語

ま

で、

す
べ

て

の

値
が

0、

す
な

わ

ち
一

切
の

読
み

が

な
い

と

考
え

れ

ば

よ

い
。

た

だ

し
、

も

う
一

つ

の

特
殊
な

読
み

を

持
つ

字、

つ

ま

り

再

読
文
字
に

つ

い

て

は、

再

読
部
分
を

処
理

す
べ

く、

こ

れ

と

同
様
の

領
域

を

左

側
に

も

設

定

し

て

お

く

必

要
が

あ

る
。

単
な

る

便
宜
上

の

問

題
で、

左

右

そ

れ

ぞ

れ

に

読
み

仮

名

の

領
域
が

あ

る

か

ら

と
い

っ

て
、

何
か

複
雑
な

内
容
が

加
わ

る

わ

け
で

は

な

い

け

れ

ど

も
。

　

も
っ

と

も、

再
読
文

字
に

お

け

る

左

側
の

読
み、

す
な

わ

ち

再
読
部
分
に

つ

い

て、

今
日、

送
り

仮
名
の

み

を

片
仮
名
で

記
す
か、

そ

れ

と

も

読
み

仮
名

を

す
べ

て

片
仮

名
で

記
す
か
、

訓
読
者
に

よ
っ

て

形
式

上

の

揺
れ

が

生

じ
て

い

る

こ

と

は

承
知
し

て

お

か

ね

ば

な

ら
ぬ

。

結
局

の

と
こ

ろ
、

読
み
に

相
違

が

生
じ

る

わ

け

で

は

な

い

の

で、

神
経
を

尖
ら

せ

る

よ

う

な

問
題
で

は

な
い

。

し

か

し、

漢
文

訓
読
の

花
形
と

も
い

う

べ

き

再

読
文

字
に

つ

い

て

形
式
が
一

定

し

て

い

な
い

と

は、

い

さ

さ

か

腑
に

落
ち

ぬ

話

だ

ろ

う
。

再

読

部
分
の

不

統
一

と

は、

左
の

ご

と

き
二

種
の

方
式
を

指
す

。

い

ず

　

　
　
　

　

　

　
　
こ

れ

れ

も

読

み

は

「

未
だ

之

有
ら

ざ

る

な

り
」

と

な

る
。

ダ
　

　

　
　　
ラ

未
二

之
有一
也

。

ダ

　
　

　

　
　

ラ

未
二

之

有一
也。

ザ

ル

　
上

の

方
式

は

「

未
」

の

再

読
「

ず
」

の

連

体
形
「

ざ

る
」

の

「

ざ
」

を

振
り

仮
名

に

当

た

る

と

考
え

て

記
さ

ず、

捨
て

仮
名

コ

る
L

の

み

を

片

仮
名
で

送
っ

て

い

る
。

一

方、

下
の

方
式
は

「

ざ

る
」

を

す
べ

て

片
仮
名
で

記
す

。

近

時、

学
習
参
考
書
の

類
は、

下
の

方
式
を

採
る

も

の

が

少
な

く

な

い
。

読

み

が

明
確
な

だ

け、

読
み

手

に

対
し

て

親
切
だ

か

ら

で

あ

ろ

う
。

こ

こ

ま

で

親

切

だ

と、

か

え

っ

て

学
習
者
の

学
力

を

見
く

び
っ

て

い

る

よ

う
に

も

感
じ

ら

れ

る

が
。

　
た

だ

し、

親
切

な

措
置
だ

か

ら

と
い

っ

て
、

手
放
し

で

喜
ぶ

わ

け

に

は

ゆ
か

ぬ
。

19
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明
星
大
学
研
究
紀

要
【

日

本

文
化
学

部
・
言

語

文

化

学
科
】

第

十
三

号
　
二

〇
〇
五

年

学
力
を

見

く

び

る

云
々

は

邪
推
と

し

て

さ

て

お

く

に

せ

よ
、

こ

の

片
仮
名
で

記
さ

れ

た

「

ザ
ル

」

は
、

振
り

仮
名
は

平
仮
名
で

、

送
り

仮
名
は

片

仮
名

で

と

の

通
則
に

違

反
し

て

い

る

か

ら

だ
。

こ

の

「

ザ

ル
」

二

字
は、

振
り

仮
名
「

ざ

る
」

を

す
べ

て

片

仮
名
で

記
し

た

も

の

か
、

振
り

仮
名
「

ざ
」

と

捨
て

仮
名
「

る
」

を

と

も

に

片
仮

名

で

表
わ

し

た

も
の

だ

と

し
か

考
え

ら

れ

な
い
。

い

ず
れ

に

せ

よ、

振
り

仮
名
は

平

仮

名
で

記
す
と

の
一

般
原
則
に

反
し

て

い

る

わ

け

だ
。

〈

再

読
文
字
の

再
読
部
分
に

つ

い

て

だ

け

用
い

る

例
外
措
置
な

の

だ

か

ら
、

特
に

目

く

じ

ら

を

立

て

る

に

は

及
ぶ

ま

い
。

と

に

か

く

親
切
な

措
置
な

の

だ

か

ら
、

有
難
い

と

思
え
〉

と

の

趣
旨
な

の

だ

ろ

う
か

。

漢
文

訓
読
に

時
と

し

て

見
ら

れ

る

御
都
合
主
義
で

あ

る
。

読
み

手
に

親
切

な

こ

と

は

た

し

か

だ

ろ

う
。

し

か

し、

原
則
を

逸
脱
し

て

ま

で

再
読
を

こ

れ

ほ

ど

丁

寧

に

示

す
必

要
が

あ

る

の

か
、

甚
だ

疑
問
に

感
じ

る

と
い

う
の

が

私
個
人

の

偽
ら
ぬ

感

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

ミ

　
　

　

　　
オ

想
だ

。

原
則
か

ら

の

逸

脱
を

許

す
の

で

あ

れ

ば、

前
掲
の

「

自
」

「

自
」

の

復
活
こ

そ

急

務
で

は

な
い

か

と

思

う
の

だ
が

。

一
一
　
訓
読
の

語
彙

　
さ

て、

形
式
上

の

問

題

は

片
づ

け
た
。

む

ろ
ん

肝

腎
な

の

は
、

先
に

示
し

た

各

領

域
に

ど

の

語
を

ど

の

よ

う

に

入

れ

る

か

で

あ

る
。

錯
雑
を

き

わ

め

る

た

め、

す
っ

き

り

整

理

す
る

の

は

至
難
の

業
だ

が
、

奇
を

衒

う
こ

と

は

避
け、

取
り

敢
え

ず
正

攻
法

で

臨

ん

で

み

よ

う
。

以

下、

ま

ず
は

語
彙、

次
い

で

語
法、

そ

し

て

文

法
に

つ

い

て

老
察
す
る

。

　
訓
読
の

語
彙
は

千
変
万

化
、

と

て

も
一

律
に

は

論
じ

き

れ

な

い
。

差

し

当
た

り

最

も

整

理

し

や

す
い

の

は

各

種
の

句
型
に

用
い

ら
れ

る

語
彙
だ

が
、

こ

れ

に

つ

い

て

は

数
多
く

の

参
考
書
が

出
版

さ

れ

て

い

る

の

で、

今
、

句
型
を
一

つ

ひ

と
つ

逐
っ

て

ゆ

く

作
業
は

省
略
に

従
う
。

実
の

と
こ

ろ
、

句

型
は

記

憶
し

て

し

ま

え

ば

そ

れ

ま

で

と

20

い

う

性
質
の

も

の

で

あ

り、

読

み

が

固

定

さ

れ

て

い

る

だ

け

に、

そ

の

語

彙
は

扱
い

が

容
易
な

の

だ
。

日

ご

ろ

か

ら、

た

と

え

ば

多
久

弘

丁

瀬
戸
口

武

夫
『

漢
文
解
釈

辞
典
』

（

角
川

書
店

、

昭

和
五

十
四

年
／
〔
新
版〕

国

書
刊
行

会、

平
成
十
年
）

を

使
い
、

巻
末

「

使
用
語
句
索
引
」

を

頻
々

と

活

用

し

て

い

れ

ば、

自
ず
か

ら
句
型
に

用
い

る

語

彙
が

身
に

着
い

て

く

る

だ

ろ

う
。

句
型
の

語
彙
は、

必

要
に

応

じ

て

取
り

上

げ

る

の

み

と

す

る
。

　
厄

介
な

の

は、

句
型
に

当

て

は

ま

る

こ

と

の

な
い

一

般
の

語
彙
だ

。

つ

ま
り、

な

ん

ら

変
哲
も

な

い

ふ

つ

う
の

文

を

読

む

と

き

に
、

い

っ

た
い

ど

の

よ

う

な

語
彙
を

用

い

て

読
み
、

ど

う

送
り

仮
名
を

付
け

れ

ば

よ

い

の

か、

こ

れ

が

最

も

難
し

い

の

で

あ

る
。

「

文
語
で

読
む

と

決
ま
っ

て

い

る

で

は

な

い

か
」

と

言
う

な

か

れ。

そ

の

文
語

が

漢
文
訓
読
独
特
の

様
相
を

帯

び

て

い

る

か

ら

厄

介
な
の

だ
。

以

下、

品

詞
別
に

考

察
を

進
め

て

み

よ

う
。

こ

こ

で

謂
う

品

詞
と

は、

日

本
語

の

文
語

の

品

詞
で

あ

り、

原
文

た

る

漢
文
に

お

け

る

品

詞
で

は

な
い

。

　
た

だ

し
、

訓
読
の

語
彙
を

論
じ

る

さ

い

に

し

ば

し

ば

話
題

と

な

る

和
文

と

漢
文
に

お

け

る

語

彙
の

位
相
の

差

に

つ

い

て、

こ

こ

で

論
じ

る

必

要
は

な
い

だ

ろ

う
。

和
文

と

漢
文
に

お

け

る

語
彙
の

位
相
の

差

と

は、

左
の

ご

と

き

諸

語
に

つ

い

て

言
う

。

そ

れ

ぞ

れ

／

の

上

の

平
仮
名
が

和
文
系

語

彙、

下
の

片
仮
名
が

漢
文

系
語

彙
で

あ

る
。

指
　
お

よ

び

／
ユ

ビ

互

　
か

た

み

に

／
ダ

ガ
ヒ

ニ

願

い

か

で

／
ネ

ガ

バ

ク

ハ

甚
　
い

み

じ

／
ハ

ナ
ハ

ダ
シ

偶
　
た

ま

さ

か

に

／

タ

マ

タ

マ

　
こ

う

し

た

漢
文

系
語
彙
を、

誤
っ

て

和
文
系

語

彙
を

以

て

訓
読
す
る

危

険
性
は

き

わ

め

て

少
な

い

だ

ろ

う。

な

ぜ

な

ら、

漢
文
系

語

彙
は
い

ず
れ

も

今

目
の

通
常
語
彙

と
一

致
し

て

お

り、

和
文
系
語
彙
の

ほ

う
が

は

る

か

に

耳

遠
い

か

ら

で

あ

る
。

時
と
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と

も

に

移
り

変
わ

る

和
文
系

語
彙
に

対
し、

漢
文

系
語
彙
は

正

に

漢
文
訓
読
を

通
じ

て
、

今
日

ま

で

安

定

し

て

伝
わ

っ

て

き

た
。

だ

か

ら
こ

そ、

我
々

に

と
っ

て

身
近
な

語
彙
な

の

で

あ

る
。

む

ろ

ん、

訓

読
に

用
い

る

語
彙
を

歴

史
的
に

研

究
す

る

の

で

あ

れ

ば、

右
の

よ

う
な

対
照

表
は

有
益
そ

の

も
の

だ
。

し

か

し、

現

行
の

訓
読

語
彙
に

つ

い

て

考
察
す

る

か

ぎ
り、

か

か

る

比

較
対
照

作
業
は

不

要
だ

ろ

う
。

こ

こ

で

目

指

し

て

い

る

の

は

理

論
を

主

と

す

る

通
時
的
研

究

で

は

な
い

。

あ

く

ま

で

実
用
本
位
の

共

時
的

研
究
な

の

で

あ

る
。

〔

名
詞〕

　

名
詞
は

漢
和
辞
典
を

引
け

ば、

た
い

て

い

の

も

の

は

読
め

る
。

し

が

も、

送

り

仮

名
に

影
響
す

る

読
み

は

ほ

と

ん

ど

な

い
。

す
ぐ

に

想
い

到
る

の

は

次

の

例
く

ら

い

で

あ

る
。

ヘ
　

　
　

へ

悳
久

／
愁
11

憂
へ

／

愁
へ

　

現

代
日

本
語
の

感
覚
で

は、

い

ず
れ

も

「

う

れ

ひ
」

と

読
み

た

く

な
る
。

た

し

か

に
、

「

う

れ

ひ
」

と

訓

じ

た

か

ら

と

い

っ

て
、

絶
対

に

間

違

い

と

い

う

わ

け
で

は

な

い
。

し
か

し、

動

詞
の

連

用

形
が

名
詞

に

転
ぜ

ら

れ

た

以

上
、

そ

し

て

「

う
れ

ふ
」

が

下

二

段
活
用

で

あ

る

以

上、

一

般
に

は

「

う
れ

へ

」

と

読
む

習

慣
だ。

実
際
に

は

「

う
れ

ふ
」

の

連

用
形

と

し

て

「

う
れ

ひ
」

も

古
文
献
に

時
お

り

登

場
し、
「

う
れ

ふ
」

に

四

段
活
用

が

存
し

た

か

と

疑
わ

れ

る

節
も

あ

る

の

だ

が、

他
の

活

用
形

が

見

当

た

ら

ぬ

た

め、

今
の

と

こ

ろ

確
証
は

な
い

。

や

は

り

「

う

れ
へ

」

と

訓

じ

て

お

く

の

が

穏
当

だ

ろ

う
。

　

訓
読
に

は、

名
詞
に

関
す

る

読
み

癖
が

散
見

さ

れ

る
。

た

と

え

ば、

国
名
「

宋
」

漢
文
訓
読
に

お

け
る

送

り

仮
名

古

田

島
洋
介

の

下

に

「

人
」

が

着
い

た

「

宋
人
」

を

「

ソ

ウ

ひ

と
」

と

訓
ず

る

よ

う

な

場
ム
ロ

が

そ

れ

だ
。

ま

た、
「

中
」

「

首
」

も

「

う

ち
」

「

か

う
べ

」

と

訓

ず
る

慣

わ

し

で

あ

る
。

「

な

か
」

「

く

び

／

か

し

ら

／
あ

た

ま
」

と

は

読
ま

な
い

。

こ

う
し

た

読
み

は

十
分

に

注
意
し

て

お

く

必

要
が

あ

ろ

う
。

「

上

〜
下

〜
」

の

「

上

／
下
」

を

そ

れ

ぞ

れ

「

か

み

／

し

も
」

と

訓
読
し、

ふ

つ

う
「

う
へ

／
し

た
」

と

は

読

ま

ぬ

の

も

同
様
で

あ

る
。

も
っ

と

も、

い

ず
れ

も
一

般
に

送
り

仮
名

と

直
接
に

は

関
係
し

な

い

の

で、

こ

こ

で

は

特
に

論
じ

な

い
。

　

お

そ

ら

く、

送
り

仮
名
と
の

関
係

で、

特
に

意
識
し

て

覚
え

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い

の

は
、

読
み

添

え

に

用
い

る

補
読
語

と

し

て

の

名
詞
で

あ

る
。

一

般
に、

補
読
語

は

「

助

詞
・

助
動

詞

な

ど
」

と

説
明

さ

れ

る

が、

実
は

末
尾
の

¶

な

ど
L

が

曲
者
で
、

た

し

か

に

助
詞
・

助
動
詞

が

大

半
を

占
め

て

は

い

る

が
、

名
詞

を

読
み

添
え

る

場
面

も

少
な
い

と

は

言

え

な

い
。

取
り

立

て

て

意
識
し

て

お

か

な

い

と、

訓
読
に

難
渋
す

る

こ

と

と

な

る
。

た

だ

ち
に

思

い

つ

く

の

は、
「

ひ

と

／
こ

と

／

と

き

／

も

の

／

か

た

／
た

び

／

ま

ま
」

な

ど

だ
。

「

な

ど
」

は

曲
者
だ

と

言

い

な

が

ら、

自
ら

「．
な

ど
」

と

言
い

添
え

る

の

は、

ほ

か

に

も

あ

る

か

も

し

れ

な
い

が、

我
が

知
性
の

明
敏
な

ら

ざ

る

ゆ
え、

差

し

当
た

り

想
い

起
こ

す
の

は

当
該
七

語
に

と

ど

ま

る

と
の

意
で

あ

る
。

　

 
「

ひ

と
」

読
み

添
え

と

し

て

は、
「

或
」

に

添
え

る

の

が

最
も

多
い

だ

ろ

う
。

た

い

て

い

は

「

日
」

が

続
く
の

で、

左
の

形
式
を

以

て

記

憶
し

て

お

け

ば

最
も

実
用

的
か

と

思

わ

れ

る
。

レ

ヒ

ト
　　
ク

蜘

日

11
或
る

ひ

と

曰

く

　

も

っ

と

も、

常
に

「

或
」

と

「

日
」

式

を

取

る

こ

と

も

少
な

く

な
い

。

が

連
続
す

る

と

は

限
ら

ず、

次
の

よ

う
な

形21
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明

星

大

学

研

究

紀
要

【
日

本
文

化

学
部
・
言
語

文

化

学
科】

第
十
三

号

　
二

〇

Q
五

年

22

レ

ヒ

ト

　
ウ

テ

　

ク

豌

　
問

日
11

或
る

ひ

と

問
う
て

曰

く

レ

ヒ

ト

　
ヒ

テ

　
ニ

　

ク

蜘
　

謂
二

〜一
日

11
或
る

ひ

と

〜
に

謂
ひ

て

曰

く

　
「

或
」

は

不

定
の

観
念
を

表
わ

す

た

め、

事
に

用
い

ら

れ

れ

ば

「

或
い

は
」

と

な

る

が、

人

に

用
い

れ

ば

「

或
る

ひ

と
」

と

訓
ず
る

こ

と

に

な

る。
「

ぴ

と
」

に

相
当

す

る

「

人
」

字
が

見

え

な
い

の

で、

学
生

は

送
り

仮
名
に

「

ひ

と
」

と

記
す
こ

と

に

対

し

て

多
大

な

抵
抗
を

感
じ

る

よ

う
だ。

不
定
の

観
念
を

表

わ

す

「

或
」

が

時
に

用

い

ら

れ

る

場

合
の

「

或
る

と

き
」

に

つ

い

て

は

 
を

参
照
の

こ

と
。

　

 
「

こ

と
」

読
み

添
え

に

用
い

る

名
詞
と

し

て

は
、

最
も

頻

出
す
る

語

で

あ

ろ

う。

た

い

て

い

は
、

文
法
上

の

必

要
か

ら、

動
詞
を

名
詞

化

す
る

た

め

に

用
い

ら

れ

る
。

檮 ル 飛ブ

7 聿

久 。 急 ナ

難
咨1
　 り

　

第
一

例
は、

目

的

語
の

動
詞

「

往

く
」

を

名

詞
化
す
る

た

め
の

「

こ

と
」 。

古
典

中
国

語
と

し

て

の

「

得
」

は

ほ

ぼ

助
動

詞
に

近

い

感
覚
か

と

思

わ

れ

る

が
、

日

本

語

と

し

て

は

純

然

た

る

動
詞
と

し

て

「

う
」

と

訓
ず
る

し

か

な
い

。

そ
こ

で

動
詞
「

往

く
」

を

目

的

語

と

し

て

扱

う
べ

く

名
詞

化
す

る

必

要
が

生

じ

る

わ

け

だ。

　

第
二

例
は

「

〜
す

る

こ

と

能
は

ず
」 、

第
三

例
は

「

〜
す
る

こ

と

勿
れ
」

の

定
式

に

従
っ

た

読
み

で

あ

る。
「

こ

と
」

を

読
み

添
え

る

代
表
的

な

言
い

回
し

だ。

　

た

だ

し、

こ

の

三

例
の

「

こ

と
」

は、

い

ず
れ

も

省
略
可
能
で

あ

り、
「

往
く

を

得
た

り
」

「

学
ぶ

能
は

ざ

る

な

り
」

「

改
む

る

に

憚
る

勿
れ
」

と

訓

読
し

て

も

よ

い
。

主

語
の

名

詞

化
を

除

け

ば、

大

半
の

「

こ

と
」

は

省
略
で

き

る

と

心

得
て

お

い

て

大

過

な
い

だ

ろ

う。

　

 
「

と

き
」

物
語
の

冒

頭
な

ど

で、
「

あ

る

人
物
が

×

歳
の

と

き
」

か

く

か

く

し

か

じ
か

の

事
件
が

あ
っ

た

と

述
べ

る

場
合、

次
の

よ

う
に

名
詞

「

と

き
」

を

読
み

添

え

語
と

し

て

加
え

る

こ

と

が

あ

る
。

「

時
」

字
が

な

く

と

も
、

「

と

き
」

と

添
え

て

か

ま

わ

な
い

。
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い

ず
れ

も

「

飛
」

「

疇
」

が

主
語

の

た

め、

動

詞

「

飛
ぶ
」

「

濤
る
」

の

ま

ま

で

は

不

都
合
で

あ

る
。

主
語
は

名

詞
と

決
ま
っ

て

い

る

か

ら

だ
。

そ

こ

で

動
詞
に

「

こ

と
」

を

添
え

て

名
詞
化

を

図

る

措
置

に

ほ

か

な

ら

な
い

。

英
語

で

動
詞

を

名
詞
化
し

た

い

と

き、
・
ぎ
σq

を

付
け

て

動
名
詞

に

し

た

り、

8
を

冠
し

て

不

定
詞
（

名
詞

用

法
）

に

し

た

り

す
る

の

と

同

様
の

手
立

て

で

あ

る
。

タ

リ
　

クコ
ト

ヲ

得
レ

往
　
　

　
11

往
く
こ

と

を

得
た

り

ル

　
　ハ
　
　
ブ

コ

ト

不
レ

能
レ

学
　
也
11

学
ぶ

こ

と

能
は

ざ

る

な

り

レ

　

ル

コ
ト

　
ム

ル

ニ

勿
レ

憚
レ

改
　

11

改
む
る

に

憚
る

こ

と

勿
れ

　

　

　
ノ

ト

キ

王

戎
七

歳

　
11
王

戎

七

歳
の

と

き

　

す
で

に

 
で

見

た

不
定
の

観
念
を

表

わ

す
「

或
」

が

時
に

用
い

ら

れ

れ

ば
、

り

「

と

き
」

を

読
み

添
え

る
こ

と

と

な

る。

や

は

ル

ト

キ

リ

　
ツ

テ

ヲ

ム

　
ノ

ヲ

或
　
有
下

渉
レ

溝
盗
二

其
筍一
者
上

11
或
る

と

き

溝
を

渉
つ

て

其
の

筍
を

盗
む
者
有

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

り

　

 
「

も

の
」

そ

れ

ほ

ど

頻
度
は

高
く

な

い

が、

読
み

添
え

語
に

「

も

の
」

が

使

わ

れ

る

場
合
が

あ

る
。

特
に

「

莫
」

を

英
語
の

目
Oo

ロ

ρ

＝
o
げ
o
α
《

（

だ

れ

も

〜
な
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い
）

に

同
義
と

判
断
し

た

と

き
に

用

い

ら

れ、

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な
い

。

も

し
漢
字
で

書
け
ば

「

者
」

と

な

る

キ

　
　

ヲ

　

ル

モ

ノ

か

　

な

莫二
我
知一

也

夫
11

我
を

知

る

も

の

莫
き

か

な

シ

　
　

ク

　
ギ

　
ル

モ
ノ

莫
二

能
仰
視一
　

団

能
く

仰
ぎ

視
る

も

の

莫
し

む

ろ

ん
、

「

莫
」

な

し

で

も

「

も

の
」

を

添
え

て

読
む

場
合
が

あ

る
。

　
シ

　
　

　
ン

　
ル

モ

ノ

今
無一
二

人
還一

11
今
一

人
の

還
る

も
の

無
し

　
一

方、

漢
字
で

記
せ

ば

「

物
」

と

な

る

こ

と

も

あ

る
。

「

莫
」

を
⇒
o

葺
ぎ
伽q

に

同

義
と

解
す
る

場
合
が

そ

れ

だ
。

シ

　

キ

モ

ノハ
　

　

　

　

ヨ

リ

莫
レ

良
二

　
於
眸
子　
11
眸
子

よ

り

良
き

も

の

は

莫
し

　

右
の

「

も

の
」

は

い

ず
れ

も

省
略
可
能

。

そ

れ

ぞ

れ

「

我
を

知
る

莫
き

か

な
」

「

能
く

仰
ぎ

視
る

莫
し
」

「

今
一

人
の

還
る

無
し

」

「

眸
子
よ

り

良
き

は

莫
し

」

と

訓

読
し

て

も

差

し

支

え

な

い
。

「

も

の
」

を

添
え

た

ほ

う

が

意
味
が

わ

か

り

や

す
い

の

は

た

し

か

だ

が
。

　

 

「

か

た
」

方
位
に

限
っ

て

用
い

ら

れ

る

読
み

添
え

語
で、

漢
字
で

記
せ

ば

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　

　
ノ

カ

タ

　
　

ノ

カ

タ

　
　

ノ

ヵ

タ

　
　

ノ

カ

タ

「

方
」

と

な

る
。

方

位
の

み

に

使
わ

れ

る

た

め
、

「

東
　
／
西

　
／

南
　
／

北
　
」

の

四

種
し

か

な

い
。

ス

　

　
ノ

カ

タ

　

ラ

ン

ト

　

　

　
ヲ

欲
三

東
　
渡
二

烏
江一
1ー
東
の

か

た

鳥
江

を

渡
ら

ん

と

欲
す

ノ

カ

ク

　

ヅ

　

　

　

　

ヲ

西
　
出
二

陽
関一
　

11
西
の

か

た

陽
関

を

出
づ

漢
文
訓
読
に

お

け

る

送
り

仮
名

古

田

島
洋

介

　

 
「

た
び
」

「

度
」

。

頻
度
を

表
わ

す
べ

く、

数
詞
に

読
み

添
え

る
。

漢
字
で

書
け

ば

タ

ビ

　

レ

　

　

が

　

ヲ

三

省
二

吾
身［
11
三

た

び

吾
が

身
を

省
る

　
以

上

の

ご

と

き

 
〜
 
の

名
詞
の

読
み

添
え

は、

ほ

と
ん

ど

の

学
生

が

難
渋
す

る

訓
読
で

あ

る
。

「

人
／
事
／

時
／

者

（

物）

／

方
／
度
」

な

ど

が

記

さ

れ

て

い

な

く

と

も

読
み

添
え

て

か

ま

わ

な

い

と
い

う
こ

と

を、

こ

と

さ

ら

意
識
さ

せ

る

よ

う

教
え

て

お

く
の

が

骨
法
だ

ろ

う
。

 
「

も

の
」

は

す
べ

て

省
略
可
能
な

た

め、

特
に

知
ら

な

く

と

も

訓
読
作
業
に

重

大

な

支

障
は

来
た

さ

な
い

が
。

　
 
「

ま

ま
」

稀
で

は

あ
る

が、

句
型
に

よ

っ

て

は

「

ま

ま
」

が

用
い

ら

れ

る
。

殊
に

意
識
し

て

お

か

ぬ

と

読
み

に

困
惑
す
る

こ

と

と

な

ろ

う
。

〔

唐〕

韓
愈
「

祭
十

二

郎
文
」

の

一

句
を

例
に

挙
げ

る
。

ダ

　

ノ

　
ノ

マ
マ

ナ

ラ

ン

　プ

惟
其
所
　
　
レ

願
11

惟
だ

其
の

願
ふ

所
の

ま

ま

な

ら

ん

〔
動
詞
〕

　

訓
読
に

お

い

て

サ

変
動
詞
が

活

躍
す
る

こ

と

は
、

諸
書
の

指
摘
す
る

と

お

り

で

あ

る
。

た

だ

し、

一

口

に

サ

変
動

詞
と

は

言

う
も
の

の、

漢
字
を

音
読
み
・

訓
読
み

し

て

「

す
」

を

付
け

る

語
も

あ

れ

ば、
「

〜
と

す
」

「

〜
に

す
」

の

ご

と

く、

音
読
み
．

訓
読
み

に

格
助
詞

「

と
」

「

に
」

を

補
う

語
も

あ

る
。

そ

れ

ぞ

れ
二

例
だ

け

挙
げ

て

お

こ

う
。

23
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
日

本
文
化

学
部
・
言
語
文
化
学

科】
第

十
三

号

　
二

〇
Q
五

年

24

音
読

み

＋

「

す
」

訓
読

み

＋

「

す
」

音
読

み

＋

「

と

す
」

訓
読
み

＋

「

と

す
」

音
読

み

＋

「

に

す
」

訓
読

み

＋

「

に

す
」

臥

11
目

す

嫣
．

ー

以

て

す

動
．

ー

多
と

す

ソ

ト

ス

遠

 
遠
し

と

す

弁
、

治
に

す

異
　
11
異
に

す

龍

田

辞
す

ジ

ウ

ス

同
　
11

同

じ

う
す

ト

ス

　

　

　

い

異
　
11

異
と

す

ン

ト

ス

　

　
な

ん

な

垂

　
ー1
垂

ん

と

す

ニ
ス

簡
　
鐸

簡
に

す

ニ
ス

　

　

ほ

し

い

ま

ま

擅

　
ロ

擅

に

す

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
は

「

食
レ

禄
」

の

よ

う

な

場
合
は、
「

禄
を

食
む
」

と

訓
ず
る

。

送
り

仮
名
は

「

食
フ

」

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

く
　
　

　
　
　

　
　
　

　

　
　

　

　
　
　

　
　
　

　
　

く

ら

と

付
け

る

こ

と

も

多
い

が
、

そ

れ

で

も

「

食
ふ
」

で

は

な

く、
「

食
ふ
」

と

読
ま

ね

ば

な

ら

な

い
。

ヅ

　
　

い

出
11
出
づ

入

11
入

る

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

　

言
う

ま

で

も

な

く、

サ

変
動
詞
の

み

な

ら

ず、

訓
読
に

登

場
す

る

動
詞
の

数
は

お

び

た

だ

し
い

。

そ
の

整
理

を

試
み
て

も

徒
労

に

終
わ

る

だ

け

で

あ

ろ

う
。

そ
こ

で、

以

下、

い

く

つ

か

注
意
点
を

列
挙
し

て

ゆ

く
こ

と

と

す

る
。

甚
だ

不

備
と

は
い

え、

実
用
性
は

十
分
に

見
込

め

る

も

の

と

思
う

。

　

 
固
定
さ

れ
た

読
み
　
一

部
の

動
詞
に

つ

い

て

は
、

訓

読
の

慣
習

と

し

て

固
定
し

た

読
み
が

付
け

ら

れ

る
。

虱

潰
し

に

調
べ

上

げ

た

わ

け

で

は

な

い

が
、

学
生

が

よ

く

間
違
え

る

例
を

中
心

に

挙
げ

て

み

れ

ば、

次
の

諸
語
に

注

意
す
べ

き

だ

ろ

う。

　

で

　

　
　

　
　

　
は

い

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　モ

　
「

出
る
」

「

入

る
」

と

は

読
ま
ぬ

。

特
に

「

入

る
」

は

二

音
節
の

た

め、

送
り

仮

名

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
は

い

は

「

入
ル

」

と

し

か

付
け

よ

う

が

な

く、
「

入
ル

」

と

の

区
別
が

つ

か

な
い

の

で、

十
分
に

注

意
し

て

お

く
べ

き

だ

ろ

う
。

　

な

お
、

蛇

足
な

が

ら、

現

代
語

「

見

出
す
」

は
、

動

詞
「

見
る
」

の

連
用

形

「

見
」

＋

動
詞
「

出
づ
」

の

他
動
詞
形
「

出

だ

す
」

と

い

う
語
構
成
で

あ

る
。

し

た

が

っ

て
、

「

見

出
だ

す
」

と

い

う

表
記

は

可

能
だ
が
、

「

見

い

出
す
」

は

誤
り

だ。

現

今、

大
学

教
員
の

綴
っ

た

文

章
に

さ

え

「

見
い

出
す
」

が

見
出
だ

さ

れ

る

の

は、

甚

だ

ぶ

ざ
ま

な

話

で

あ

る。

ク

　
ク

　

ク

　

ク

ゆ

　

ゆ

　

ゆ

　

ゆ

行
／
往
／

之
／

逝

11
行
く

／
往
く

／
之

く

／

逝

く

　
い

ず
れ

も

「

い

く
」

と

は

読
ま

ず、
「

ゆ

く
」

と

読
む

習
慣
で

あ

る
。

古
来、
「

い

く
」

と

「

ゆ

く
」

は

併
用
さ

れ

て

い

る

が
、

訓
読
で

は

も
っ

ぱ

ら

「

ゆ

く
」

を

用

い

る
。

ク

　

　

　

い

だ

抱

凵

抱
く

メ

ル

　
　
う

つ

埋

11
埋

め

る

ル

　

　

　

の

ぼ

上

11

上

る

ル

　

　

　

く

だ

下

11

下

る

Meisei 　university

ラ

フ

　
　
　

く

食

ー1
食

ら

ふ

　

た

　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

く
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

し

よ

く

　
「

食
べ

る
」

は

も

ち

ろ

ん

の

こ

と、
「

食
ふ
」

と

も

読
ま

な

い
。

「

食
す
」

な

ら

ば

許

容
範
囲
に

入

る

だ

ろ

う
が
、

一

般
に

は

「

食
ら

ふ
」

と

読

む

慣
わ

し

だ
。

た

だ

し、

　

　

　

　

　
だ

　
　

　

　

　

う

　
　
　
　

　

　

　
あ

が

　

　

　

　

さ

が

　

　

　

お

　
一

般
に

「

抱
く

」

「

埋

め

る
」

「

上

る
」

「

下

る

／

下

る
」

と

は

読
ま

な

い
。

い

ず

れ

も

「

抱
ダ

ク
」

「

埋
ヅ

メ

ル

」

「

上
ボ

ル

」

「

下
ダ

ル

」

と

送
り

仮
名
を

付
け

る

こ

と

は

皆
無
に

近
い

た

め、
「

入
ル

」

と

同
様

、

読

み

に

は

格
別
の

注
意
が

必
要
で

あ

る
。

　

こ

の

ほ

か

に

も

固

定
さ

れ

た

読
み

が

あ

る

が
、

動
詞
の

活
用
形

別
に

記

憶
し

て

お
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く

ほ

う

が

便
利
な

た

め、

次
の

 
 
に

別
扱
い

し

て

お

く
。

　
 
力

変
動
詞
は

用

い

ず
　
訓

読
で

は

力

変
動
詞
「

く
」

は

使
わ

ぬ

習
慣
で

あ

る
。

し

た

が

っ

て
、

「

来
」

の

読
み

は

左

の

よ

う

に

四

段
動
詞
「

き

た

る
」

を

用
い

る
。

タ

ル

来

11
来
た

る

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
き

た

　

送
り

仮
名
が

「

来
ル

」

と

な
っ

て

い

る

こ

と

も

多
い

が、

そ

れ

で

も

「

来
る

」

と

読
み
、

「

来
る
」

と

は

読
ま、
な

い
。

　

 
ナ

変
動
詞
も
原

則
と

し

て

用
い

ず

　
訓
読
で

は

原
則
と

し

て

ナ

変
動
詞

「

死

ぬ
」

「

往
ぬ
」

は

使
わ

な
い

こ

と

に

な
っ

て

い

る
。

「

往
」

に

つ

い

て

は
、

す
で

に

 

　

　
　
　

　

　

　
　
ゆ

で

示
し

た

と

お

り、
「

往

く
」

と

読

む

習

慣
だ

。

「

死
」

は

サ

変
動
詞
を

用

い

て

読
む

。

ス死
陪

死

す

　

た

だ

し、

歯
切

れ

悪

く

「

原

則
と

し

て
」

と

記

し

て

い

る

の

は、

例
外
も

あ

る

か

ら

だ。
「

往

ぬ
」

は

見

か

け
た

記

憶
が

な
い

が、
「

死
ぬ
」

は

時
と

し

て

用
い

ら

れ

る

こ

と

が

あ

る
。

鳥
之

将
死、

其
鳴
也
哀。

人
之
将
死、

其
言
也
善。
（

『

論
語
』

泰
伯
）

　

　

　

　
ま

さ

　

11
鳥
の

将
に

死

な
ん

と

す
る

や、

其
の

鳴
く
こ

と

哀
し

。

人

の

将
に

死

な

ん

　

　

と

す
る

や、

其
の

言

ふ

こ

と

善
し
。

　
こ

の

『

論
語
』

の

一

則
は、

ほ

ぼ

例
外
な

く

ナ

変
動

詞
「

死

ぬ
」

を

用
い

て

訓
ず

る

慣
習
だ

。

古
来、

人
ロ

に

膾
炙
し

た

名
句
で

あ

る

た

め

に、
「

死

な

ん

と

す
」

の

読
み

が

固

定
し

た

ま

ま

現

在
に

至
っ

て

い

る

の

だ

ろ

う
。

「

死

せ

ん

と

す
」

と

訓
じ

漢
文

訓

読
に

お

け
る

送

り

仮
名

古

田

島

洋
介

て

も、

何
か

支
障
を

来
た

す
わ

け

で

は

な
い

が
。

　
自
ら

訓
読
す
る

と

き

は

サ

変
動
詞
「

死

す
」

を

用
い
、

ナ

変
動

詞

「

死
ぬ
」

が

使

わ

れ

て

い

れ

ば、

そ

れ

は

そ

れ

と

し

て

受
け
入

れ

る

と

の

基
本、
方

針
で

よ

い

だ

ろ

う
。

　
 
補
読
語

　
名
詞

の

場

合
と

同
じ

く、

動
詞
の

読

み

添
え

は

よ

ほ

ど

意
識
し

て

お

か

な

い

と

脳

裡
に

浮
か

ん

で

こ

な

い
。

も
っ

と

も、

読
み

添

え

に

用
い

る

動
詞
の

数

は

少
な

く、
「

あ

り
」

「

ふ

る
」

「

ふ

く
」

「

な

る
」

く

ら
い

な

も

の

だ

ろ

う
。

漢
字
で

記
せ

ぱ
、

そ

れ

ぞ

れ

「

有
り

」

「

降
る

」

「

吹
く

」

「

為
る

」

と

な

る
。

「

あ

り
」

「

ふ

る
」

「

ふ

く
」

「

な

る
」

　

　
ア

ラ

不
レ

利

11
利
あ

ら

ず

　

　
ア

ラ

　
　

い

と

ま

不
レ

暇

11
暇
あ

ら

ず

ノ

　

　

ア

リ
テ

カ

　
ン

　

ヲ

　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
こ

れ

何
面
目

　

見
レ

之
11

何
の

面

目

あ

り

て

か

之

を

見

ん

フ

ル

雨

11
雨
ふ

る

フ

ル

雪

11
雪
ふ

る

フ

ク

風

11
風
ふ

く

ト

ナ

リ

　
ニ

　

ト

ス

　
ヲ

君
レ

国
子
レ

民

11
国
に

君

と

な

り

民

を

子

と

す

　

と

り

わ

け

「

ふ

る
」

「

ふ

く
」

の

読
み

添
え

に

は

意
を

留
め

て

お

く
べ

き

だ

ろ

う
。

「

雨
」

「

雪
」

「

風
」

が

動
詞
と

し

て

用
い

ら

れ

た

と

き、

日

本
語
に

は

適
切

な

訓
が

な

い
。

そ

こ

で、

や

む
な

く

動
詞
「

降
る
」

「

吹

く
」

を

送
り

仮
名

に

添
え

て

読
む

わ

け

だ
。

　

 
注

意
す
べ

き
活
用
　
今
日

の
一

般
的
感
覚
と

は

活
用
の

種
類
を

異
に

す
る

動
詞

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

し
の

ば

ず

の

い

け

が

あ

る
。

東
京
は

上

野
公

園

内

に

あ
る

不
忍

池

を

想

い

起
こ

せ

ば、

未
然
形
は

「

忍

ば
」 、

し

た

が

っ

て

「

忍
ぶ
」

は

四

段
活

用
と

し

か

思
え

な

い

が、

訓
読
で

は

上
二

段
活
用
と

し

て

扱
う

慣．
わ

し

で

あ

る。

25
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明
星
大
学
研
究
紀

要

【
日

本
文

化

学
部
・
言

語

文

化
学

科】

第
十
三

号

　
二

〇
〇

五

年

　
　
ビ

　
　
ス

ニ

　
ヲ

　

こ

れ

不
レ

忍
レ

殺
レ

之

11
之

を

殺
す

に

忍

び

ず

　

ま

た、

活
用
行
の

不

安

定

な

動
詞

に

「

も

ち

ゐ

る
」

が

あ

る。

元

来
は

ワ

行
上
｝

段
活
用
で

あ
っ

た

が、

ワ

行

「

ゐ
」

・
ハ

行

「

ひ
」

・

ヤ

行
「

い
」

の

混

同

の

結
果、

ハ

行
上

二

段
に、

さ

ら

に

は

ヤ

行
上
二

段
に

も

活
用

す
る

よ

う
に

な

り、

結
果
と

し

て

「

も

ち
ゐ

る
」

「

も

ち

ふ
」

「

も

ち

ゆ
」

の

三

種
が

生

じ

た
。

現

行
の

訓

読
で

は
、

さ

す

が

に

ヤ

行
「

も

ち

ゆ
」

は

見
か

け

な

い

も

の

の
、

ワ

行
「

も

ち
ゐ

る
」

と
ハ

行

「

も

ち
ふ
」

が

併
用

さ

れ

て

い

る
。

ハ

行
が

多
数
を

占
め、

ワ

行
は

少
数
に

と

ど

ま

る

の

が

実

情
か

と

思

わ

れ

る

が
。

な

お
、

漢
字
「

用
」

を

以
て

記
さ

な

い

の

は
、

「

須
」

に

否

定
詞
や

疑
問

詞
を

冠
し

た

次
の

よ

う
な

場
合

に

も

「

も

ち

ふ
」

ま

た

は

「

も

ち

ゐ

る
」

が

使
わ

れ

る

か

ら

で

あ

る
。

　

　
ヒ

　

リ

　
ニ

　

ノ

　
ノ

　

レ

ム

ヲ

　

ひ

と

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

も

ち

不
レ

須
下

独
為
二

此

翁一
憐
上

門

独
り

此

の

翁
の

為
に

憐
れ

む
を

須
ひ

〔
ゐ
〕

ず

ゾ

　

ヒ

ン

　

ム

ヲ

　

　

　

ヲ

何
須
レ

怨
二

楊
柳　
　
　
　

11

何
ぞ

楊
柳
を

怨

む

を

須
ひ

〔

ゐ
）

ん

　

さ

ら

に

注
意
し

て

お

く
べ

き

は、

他

動
詞
が

そ

の

ま

ま

自
動
詞
に

転
用

さ

れ、

結

果
と

し

て

活
用
が

異
な

る

場

合

が

あ

る

と

い

う

事
実
だ
。

自
動
詞
「

横
た

は

る
」

（

ラ

行

四

段
・

下
二

段
）

と

他
動
詞
「

横
た

ふ
」

（
ハ

行
下
二

段
）

が

対
に

な
っ

て

い

る

か

と

思
い

き

や、

訓

読
で

は

「

横
た

ふ
」

が

自

動
詞

と

し

て

用
い

ら
れ

る

こ

と

が

あ

る
。

誤
用

と

言
え

ぱ

誤
用

だ

が、

訓

読
の

実
態
で

あ

る

以

上、

事
実
と

し

て

認
識

し

て

お

か

ね

ば

な

る

ま

い
。

た

と

え

ば、
《

新
編
国
歌
大

観
》

所
収
『

和
漢
兼
作
集
』

巻

三

く

春
部
下
V

は、

藤
原
敦
宗
「

春
日

遊
寺
」

（

二

九

九
）

の

一

句
を

次
の

よ

う

に

訓
読
し

て

い

る
。

　

タ

リ

テ

　

　

ニ
　

　

　

　

　　
タ

フ

山

当
二

仏
閣一
翠

微
横

1ー
山

仏
閣

に

当
た

り

て

翠
微
横
た

ふ

26

　
「

翠
微
」

が

横
た

わ

る

意
で

あ

り

な

が

ら、

つ

ま

り

自
動
詞
「

横
た

は

る
」

を

用

い

る

べ

き

箇

所
で

あ

り

な

が

ら、

他
動
詞
「

横
た

ふ
」

を

使
っ

て

読
ん

で

い

る
。

　
芭

蕉
『

奥
の

細
道
』

の

名
句
「

荒
海
や

佐
渡
に

よ

こ

た

ふ

天
河
」

の

自
動
詞
「

横

た
ふ
」

も
、

訓
読
の

場
で

生
じ

た

他
動
詞
「

横
た

ふ
」

の

自

動
詞
化
用
法

の

影
響
な

の

で

あ

ろ

う
。

　
 
敬
語
表
現
　
現
行
の

訓
読
に

お

い

て、

敬
語

表
現
は

ほ

と

ん

ど

消
失

し

て

お

り、

敬
意
を

表

わ

す
動
詞

が

出
現

す
る

頻
度
は

き

わ

め

て

低
い
。

金
谷

治
［

訳
注
］

『

論

語
』

（

岩
波
文
庫、

昭

和
三

十
八

年
）

は

江

戸

時
代
の

訓
読
に

基
づ

い

て、

各
人

物

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

の

た

ま
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
い

の

発

言
に

関

し、

孔
子

に

は

「

子
の

曰

は

く
」 、

會
子
に

は

「

曾
子
の

曰

は

く
」 、

そ

の

他
の

人
物
に

は

「

有
子
が

曰

は

く
」

の

ご

と

き

区

別
を

設

け
て

い

る

が
、

今
日

こ

の

種
の

尊
敬
表
現
の

工

夫
は
一

般
に

不

要
と

さ

れ

て

い

る
。

し

か

し、

そ

れ

で

も

敬

語
表
現
と

呼
び

得
る

動
詞
が

少

数
な

が

ら

残
存
し

て

い

る

こ

と

は

事
実
だ。

右
の

「

の

た

ま

は

く
」

も

完
全

に

減
び

た

と

は

言
い

難
い

だ

ろ

う
。

ざ
っ

と

思

い

つ

く

ま

ま
に

挙
げ
れ

ば、

次
の

よ

う
な

動
詞
が

敬
語

表

現

に

当

た

る
。

ク
　

の

た

ま

は

日

N
曰

く

ス

　
　

い

ま

在
11
在
す

ユ
　

　
ま

み

見

目

見
ゆ

ス

　

　

ま

を

白

門

白
す

（

お

っ

し
ゃ

る

に

は
）

（

い

ら
っ

し
ゃ

る、

健
在
で

あ

る
）

（

お

目

に

か

か

る、

謁
見

す

る
）

（

申
し

上

げ

る
）

尊
敬
語

尊
敬
語

謙
譲
語

謙
譲
語

　

右
の

う

ち、

尊
敬
語
「

の

た

ま

は

く
」

「

い

ま

す
」

の

使
用

は

任
意
の

措
置

で

あ

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
い

は

る
。

孔

子

の

発

言

に

つ

い

て

「

子

曰

く
」

と

訓

じ

て

も

差

し

支
え

な

い
。

ま

た、

　
ク

ス

　
　

ス

ガ

　

　

　

　
い

ま

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
セ
バ

　

　

　

　

　

い

ま

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
あ

「

如
二

神
在一
」

（

神
在
す
が

如
く

す
）

や

「

父

母

在
」

（

父
母

在
せ

ぱ
）

を、

「

神
在

　

　

　

　
　
　

　

　
あ

る

が

如
く

す
」

「

父
母
在
れ

ば
」

と

読
ん

で

も

十

分
だ

。

要
は、

訓

読
者
の

心

の

持
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ち
よ

う
で

あ

る
。

　

た

だ

し、

謙
譲
語

「

ま

み

ゆ
」

「

ま

を

す
」

は
、

通
例
だ

。

今
な

お

そ

の

ま

ま

用

い

る

の

が

　
ユ
　
　

　

ニ
　

　

　ニ
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　
　

　

こ

こ

　
　

ま
み

．

見
二

将
軍
於
此　
　
　
　
　

　

閲

将

軍
に

此

に

見
ゆ

　
リ

テ

　
ラ

ク

　

　

ス

　
　
　
　
　

　

リ

ト

　
ニ

　
　
　

し

ば

　

　

　
　
　
　
　
　

　

　

ま

を

有
レ

頃

又

白
「

王

府
在
レ

門
」

11
頃

ら

く

有
り

て

又

白

す
「

王

府

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

と
。

〔
形

容
動
詞）

門
に

在
り
L

　

訓
読
の

習
慣
上、

漢
文

の

い

く
つ

か

の

形
容
詞
を

、

日

本
語
と

し

て

は

形
容
動
詞

を

以
て

訓

ず
る

場
合
が

あ

る
。

た

だ

し、

形
容
動
詞
を

日

本
語
の

品
詞
の

一

と

し

て

認

め

ぬ

有
力
な

説

が

存
在
す
る

こ

と

は

承
知
し

て

お

り、

訓
読
に

お

い

て、

特
に

タ

リ

活
用

は

漢
語

に

断
定
の

助
動
詞
「

た

り
」

が

接
続
し

た

も
の

と

見
な

す

ほ

う
が

合

理

的
で

あ

る

た

め、

こ

こ

で

は

暫
く

扱
わ

な
い

。

い

く

つ

か

の

ナ

リ

活
用
の

形
容
動

詞
に

つ

い

て

の

み、

実
用
本
位
の

観
点
か

ら、

改
め

て

注
意
を

促
し

て

お

く
。

こ

れ

を

知
ら

な

い

と
h

送
り

仮
名
が

正

確
に

付

け

ら
れ

な
い

。

も
っ

と

も、

注
意
す
べ

き

語
と

し

て

思
い

つ

く

の

は、

次
の

四

語
に

と

ど

ま

る
。

ラ

カ

ナ

リ

　
　

あ

き

明
　

11
明
ら

か

な

り

ラ

ヵ

ナ

リ

　
　

た

ひ

平
　

11
平
ら

か

な

り

ラ

カ

ナ

リ

　

　

き

よ

清

　

11
清
ら

か

な

り

カ

ナ

リ

　
　

　

ま

ど

円
゜

11
円
か

な

り

そ

れ

ぞ

れ

「

あ

か

る

し
」

「

た

ひ

ら

な

り
」

「

き

よ

し
」

「

ま

る

〔

ろ〕

し
」

と

読

漢
文
訓

読
に

お

け
る

送

り

仮
名

古

田

島
洋

介

ん

で

も

意
味
に

差
し

支

え

が

生
じ

る

わ

け

で

は

な

く
、

特
に

後
二

者

「

清
」

「

円
」

は
．

「

き

よ

し
」

「

ま

る

〔

ろ
〕

し
」

と

訓

ず
る

こ

と

も

多
い

。

「

き

よ．
ら

か

な

り
」

［

ま
ど
か

な

り
し

と

形
容
動
詞

を

以

て

訓
ず
る

こ

と

も

可

能
だ

と

の

話
に

と

ど

ま

る。

し

か

し、

前
二

者
は

、

や

は

り

「

あ

き

ら

か

な

り
」

「

た

ひ

ら

か

な

り
」

と

読
む

ほ

う
が
一

般
に

は

好

ま

れ

る

だ

ろ

う
。

　

ラ

カ

ニ

　
　

ナ

リ

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

ま
れ

月

明
　
星

稀

11
月

明
ら

か

に

星

稀
な

り

　

ラ

カ

ニ

ル

　

た

ひ

地

平

　
天

成

11
地

平
ら

か

に

天

成
る

（
元

号
「

平
成
」

の

出
典
）

　

言
う

ま

で

も

な

く、
「

月

明
星

稀
」

は

〔
三

国
・

魏〕

曹
操
「

短
歌
行
」

詩
に

見

え

る

甚
だ

有

名
な
一

句

で

あ

る
。

と
こ

ろ

が、

あ

る

と

き

教
室

で

訓
読

さ

せ

た

と

こ

　

　

　

あ

ろ、
「

月
明
か

り

て

星

稀
な

り
」

と

訓
じ

た

女
子

学

生
が

い

た
。

こ

れ

は

私
に

と
っ

て

二

重
の

意
味
で

衝
撃
だ
っ

た
。

　一

つ

は、
〔
宋〕

蘇
軾

「

前
赤

壁
賦
」

に

引
か

れ

て

い

る

こ

と

で

も

名
高
い

当

該
一

句
の

訓
読
が、

ま
っ

た

く

次
世

代

に

伝
わ

っ

て

い

な

い

と
い

う
点
で

あ

る
。

な

ぜ

な

ら、

私
自
身、

高
校
一

年

生

の

と

き、

漢
文

の

教

科
書
で

こ

の
一

句
を

教
わ

っ

て

以

来
（

た

ぶ

ん

〈

主

語
＋

述

語
〉

構
造
を

反

復
し

た

四

字
句
と

し

て

教
え

ら
れ

た

も

の

と

思
う

） 、

「

月

明
ら

か

に

星

稀
な

り
」

は

き

わ

め

て

馴
染
み

深
い

訓

読
だ

か

ら
だ
。

こ

れ

が

今

や

大

学
生

に

伝
え

ら

れ

ぬ

時
代
に

な
っ

た
の

か

と、

漢
文

教
育
の

現
状
に

対
し

て

暗
澹
た

る

思
い

を

抱
か

ざ

る

を

得
な

か

っ

た
。

も

う
一

つ

は、

女
子
学
生

の

示
し

た

訓
読
に

よ
っ

て、

「

漢
文

は

文
語
を

用

い

て

訓

読
す
る
」

と

の

説

明
が

い

か

に

実
情
と

懸
け

離
れ

て

い

る

か

を

改
め

て

思
い

知

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
く

だ

ん

ら

さ

れ

た

と
い

う

点
で

あ

る
。

こ

の

説

明
が

正

し

い

と

す
れ

ば、

件
の

訓
読
は

賞
讃

に

値
す

る

だ

ろ

う
。

「

明
」

を

「

明
か

り

て
」

と

訓

読
し

た

女

子

学
生

の

脳
裡
に

は

例
の

『

枕
草
子
』

冒
頭

の
一

節
「

や

う

や

う

白
く

な

り

行

く

山

ぎ
は

少
し

あ

か

り

て
」

が

浮
か

ん

で

い

た

は

ず
だ

。

「

あ

か

り

て
」

が

「

明
か

り

て
」

か

「

赤
り

て
」27
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明
星

大
学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】

第
十
三

号

　
二

〇
〇
五

年

28

か

は

暫
く

問
わ

な

い
。

と

も

あ

れ、

そ

の

「

あ

か

り

て
」

を

「

月

明
星

稀
」

の

「

明
」

に

応
用
し

て

み

せ

た

点
で
、

女

子

学
生

の

言

語
感

覚
は

「

漢
文

は

文
語

を

用

い

て

訓

読
す

る
」

と

の

説
明
に

忠
実
に

従
っ

て

い

る
。

と
こ

ろ

が
、

そ

れ

が

正

解
で

は

な
い

の

だ
。

こ

の

よ

う

な

現

場
で

の

体

験
か

ら

み

て

も
、

ち

び

ち

び

小

出
し

派
の

場
当

た

り

説
明
が

い

か

に

重
い

罪

を

犯
し

て

い

る

か、

身
に

染
み

て

わ

か

る

だ

ろ

う
。

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

な

び

漢
文

教
育
衰
退

の

原

因
は

独
り

洋
風
に

靡
い

た

世

情
の

み

に

非
ず

、

そ

の

場
し

の

ぎ

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

ば

ち

の

杜
撰
な

説
明
に

終
始
し

て

き

た

罰
が

あ

た
っ

た

点
も

大
き
い

の

で

あ

る
。

　
二

畳
庵

主

人

は、

右
の

二

種
の

助
動
詞
を

時
間
の

助

動
詞
と

し

て

ま

と

め、

完
了

「

り
」

の

み

を

使
う
と

し、

さ

ら

に

未
来
「

む
」

を

加

え

て

い

る

が、

完
了

「

た

り
」

は

「

得
タ

リ
」

（
得
た

り
）

「

似
タ

リ
」

（

似
た

り
）

の

よ

う

に

使
わ

れ、

ま

た

過
去

　

　

　

　
　

　

　

　

リ

キ

　

ラ

　
　

　

は

か

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　
リ

キ

　ハ
　

　

お

も

「

き
」

も

稀
な

が

ら

「

不
レ

図
」

（
図

ら

ざ

り

き
）

「

不
レ

意
」

（

意
は

ざ

り

き
）

の

よ

う

な

定
型
表

現
に

登

場
し

、

さ

ら

に

稀
と

は

い

え

連
体

形

「

し
」

も

補
読
語

と

し

て

現

れ

る

の

で
、

用
い

る

助
動
詞
に

入

れ

て

お

く

の

が

適

切

だ

ろ

う。
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〔

助
動
詞〕

　

す

で

に

記
し

た

よ

う
に
、

現

行
の

訓
読
で

は

過
去
の

助
動
詞

「

け

り
」

は

使
わ

な

い
。

多
少
と

も

訓
読
の

実
態
に

通

じ
て

い

れ

ば、

現

在、

訓
読
で

は

あ

る

特
定
の

助

動
詞
の

み

を

用
い
、

文
語
の

助
動
詞
を

す
べ

て

使
う

わ

け
で

は

な
い

と

の

事
実
は

自

明
で

あ

ろ

う。

と

こ

ろ

が
、

い

ざ、

で

は

ど
の

助
動
詞
を

用
い
、

ど
の

助
動
詞
を

使

わ

な
い

の

か
、

き

わ

め
て

具
体
的

な

話
に

な

る

と
、

ほ

と

ん

ど
の

参
考
書
が

何
も

触

れ

ず

じ

ま

い

だ
。

そ

も

そ

も
、

　一

部
の

助
動
詞
し

か

使
わ

な
い

と

い

う

事
実
さ

え、

た

い

て

い

の

参
考
書
が

記
し

て

い

な

い

の

で

あ

る
。

気
の

利
か

ぬ

こ

と

甚
し、

ま
っ

た

く

怠
慢
と

し

か

言
い

よ

う
が

な
い

。

　

管
見

に

入

る

か

ぎ

り、

現
行
の

訓
読
に

用
い

る

助
動
詞
の

整
理

を

試
み

た

の

は
、

二

畳

庵

主

人
『

漢
文
法
基
礎
』

（

増

進

会

出
版
社、

昭

和
五

十
二

年
／

〔
新
訂
版
第

三

刷
〕

昭

和
六

十
三

年
）

七

〇
〜
七

三

頁
の

み

で

あ

る
。

今
、

そ

の

所
説
に

些

少

の

修
正

を

加

え

つ

つ
、

再
び

整
理
を

試
み

よ

う。

 
完
了

　
「

り

／

た

り
」

を

用
い

る
。

「

ぬ

／
つ

」

は

使
わ

な
い

。

 
過
去

　
「

き
」

を

用
い

る
。

「

け

り
」

は

使
わ

な
い
。

 
推
量
　
「

む
」

を

撥
音
化
し、
「

ん
」

と

し

て

未
来
に

用

い

る
。

「

む

ず
／

ら

む

　

　
必

け

む

／

め

り

／

ら

し

／

ま

し
」

は

使
わ

な

い
。

 
打
消
　
「

ず
」

を

用
い
、

「

じ
」

も

稀
に

用
い

る
。

「

ま

じ
」

は

使
わ

な

い
。

た

　

　
だ

し、
「

ず
」

の

連
体
形
・

巳

然
形

は

「

ざ

る

／

ざ

れ
」

を

用
い
、

「

ぬ

／

　

　
ね
」

は

使
わ

な

い
。

 
受
身

 
使
役

 
可
能

 
断
定

 
比

況用

言
な

ら

ば

「

〜
（

す

る
）

わ

な
い

「

る

／

ら

る
」

を

用
い

る
。

「

し

む
」

を

用

い

る
。

「

す

／

さ

す
」

は

使
わ

な
い

。

「

べ

し
」

を

用

い

る
。

「

る

／

ら

る
」

は

使
わ

な
い

。

「

な

り

／

た

り
」

を

用

い

る
。

「

ご

と

し
」

を

用
い

る
。

比

況
の

対

象
が

体
言

な

ら

ば

「

〜
の

ご

と

し
」 、

　

　

　
　

　

　

　

　
　
が

ご

と

し
」

と

な

る
。

「

ご

と

く

な

り
」

は

使

　
O

　
こ

の

ほ

か、

尊
敬
「

る

／

ら

る

／
す

／

さ

す
／

し

む
」

・

自
発
「

る

／

ら

る
」

・

希

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　（
2）

望

「

た

し

／

ま

ほ

し
」

・

伝
聞
推
定
「

な

り
」

な

ど

は、

す
べ

て

使
わ

な

い
。

　

結

局、

現

行
の

訓

読

に

用

い

る

助
動
詞
は

合

計
十
三

語
。

稀
に

し

か

用
い

な

い

過

去

「

き
」

と

打
消
「

じ
」

を

除
け

ば、

わ

ず
か

十
一

語
に

す

ぎ

な
い
。

文
語
の

助
動
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詞
は

お

び

た

だ

し
い

数
に

上

る

が、

漢
文

訓
読
で

は

ほ

ん
の

一

部
分

し

か

使
わ

な
い

わ

け

だ
。

　
当
該
十
三

語
の

う

ち、

打
消
「

ず
／

じ
」

は

「

不
」

や

再
読
文
字

「

未
／

盍
」

の

再
読
部
分
の

読
み

に

用
い

ら

れ

る
。

補
読
語
と

し

て

使
わ

れ

る

こ

と

は

な
い

。

勝
手

に

打
消
語
を

読
み

添
え

た

り

す

る

と

文

意
が

逆
転
し

て

し

ま

う
か

ら、

当
然

の

こ

と

だ
。

　
ま

た、

受

身
「

る

／

ら

る
」

は

「

見
／

所
／

被
」 、

使
役
「

し

む
」

は

「

使
／
令

／
遺

／

教
／
俾
」 、

可

能
「

べ

し
」

は

「

可
」

や

再
読
文

字
「

当

／

応
／

須
／
宜
」

の

再

読
部
分、

断
定
「

な

り
」

は

「

也
」 、

断

定

「

た

り
」

は

「

為
」 、

比

況
「

ご

と

し
」

は

「

如
」

や

再
読
文

字
「

猶
」

の

再
読
部
分
の

読
み

な

ど

に

用
い

ら

れ

る

が、

そ

れ

ぞ

れ

補
読
語

と

し

て

使
う
こ

と

も

あ

る。

　
一

方、

完
了

「

り

／

た

り
」 、

過
去

「

き
」

の

連
体
形
「

し
」 、

推
量

「

む
」

の

撥

音
化
「

ん
」

は、

す
べ

て

補
読
語
と

し

て

用
い

ら

れ

る
。

漢

字

の

読
み

に

充
て

る

こ

と

は

な
い

。

　
こ

う

し

た

実
際
の

用

法
を

も

含
め

て
　

覧
に

す

れ

ば、

次

の

よ

う

に

な

る
。

煩
を

避
け

て、
「

漢
字
」

欄
に

は

代
表
的
な

字
の

み

を

掲
げ、

再

読
文
字
そ

の

他
に

つ

い

て

は

省
略
に

従
う
。

        分
打 推 過 完 類
消 量 去 了

「 　　「 　　「 　　「 　　「

じ ず む　き　り
L 　　 L 　　L 　　L 　　L

助
動

観 垂鶤
詞

ぎ花　
」

L 　　 「

・　 ん

已
L

（

覊奎
b

不 不　X 　 X 　 X 漢
字

補
×　× ○ ○ ○ 読

甑
口 卩

漢
文
訓
読
に

お

け
る

送

り

仮

名

古
田

島
洋

介

  　　       
比 　　 断 可 使 受
況 　　 定 能 役 身

一
「　　「 　　「 　　「 　　「 　　「

ご　た 　な　べ 　し　る

と　 り　 り　 し　む
L

と
LLLL

弓
る
L

如 為 也 可 使 見

　　　　峇

○ ○ ○ ○ ○ ○

　

た

だ

し
、

漢
字
の

読
み

に

せ

よ
、

補
読
語
に

せ

よ、

助
動
詞
を

そ

の

ま
ま

剥

き

出

し

に

用
い

る

場
合
に

つ

い

て

は

右
の

一

覧
表
で

整
理

が

で

き

た

と

し

て

も、

定

型
表

現

に

埋

め

込

ま

れ

た

助
動
詞
と

な

る

と、

そ

れ

ぞ

れ

例
外
と

し

て

個

別
の

注

意
が

必

要

で

あ
る
。

　

完
了
「

ぬ
」

は

原
則
と

し

て

使
わ

な

い

が、

〔

晋〕

陶
潜
「

帰
去
来
辞
」

の

「

帰

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
ま
さ

　

　

あ

去

来
兮

…

…

田

園

将
蕪
」

の

訓
読
「

帰
り

な

ん

い

ざ

…

…

田

園

　
将
に

蕪
れ

な

ん

と

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

や

す
」

の

「

な

ん
」 、

お

よ

び

『

左
伝
』

昭

公

十
二

年
の

「

己

乎
」

の

訓
読

「

已

み

な

ん
」

の

「

な

ん
」

は
、

完

了
「

ぬ
」

の

未
然

形
「

な
」

に

推
量

「

む
」

の

撥
音

化

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

や

「

ん
」

が

着
い

た

も
の

だ
。

ま

た、
「

已

矣
乎
〔
夫

／

哉〕
」

の

訓
読
「

已

ん

ぬ

る

か

な
」

の

「

ぬ

る
」

は、

完

了

「

ぬ
」

の

連

体
形
で

あ

る
。

い

ず

れ

も

ほ

ぼ

固
定
し

た

訓
読
ゆ

え

に

完
了

「

ぬ
」

を

用
い

て

い

る

と
の

意
識
は

薄
い

が
、

実
際
に

は

使
っ

て

い

る

わ

け

だ。

　

ま

た、

伝
聞
推
定
「

な

り
」

も

そ

の

ま

ま

の

形
で

は

登
場
し

な

い

が、
「

聞
説

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
き

く

な

ら

　
　

　
　
み

る

な

ら

〔
道
／

日〕
」

「

見
説
」

の

訓
読
「

聞
説

く
」

「

見
説
く

」

の

「

な

ら
」

は、

伝
聞

推
定

「

な

り
」

の

未
然
私
に

ほ

か

な

ら

な
い

。

こ

れ

も

定
型
表
現
な
の

で、

意
識
し

て

伝

聞

推
定
「

な

り
」

を

用
い

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

が、

や

は

り

実
は

使
っ

て

い

る

の

で

あ

る
。

29
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明

星

大
学
研

究
紀
要
【

日

本

文

化
学
部
・
言
語
文
化
学

科
】

第
十
三

号

　
二

〇
〇
五

年

　
一

方、

上

代
の

助
動
詞
が

訓
読
に

残
存
し

て

い

る

例
も

あ

る
。

使
役
「

し

む
」

も

上

代
語
だ

が
、

中

古

以
後
は

滅
び

た

純
粋
に

上

代

の

助
動

詞
と

し

て

は

受
身
「

ゆ
」

が

指
摘
で

き

る

だ

ろ

う
。

「

所
謂
」

「

所
有
」

の

訓
読
「

い

は

ゆ

る
」

「

あ

ら

ゆ

る
」

の

「

ゆ
る

」

が

受
身
「

ゆ
」

の

連
体
形

だ
。

後
者
「

所
有
」

は

稀
に

し

か

目
に

せ

ず、

さ

す
が

に

継

続
「

ふ
」

も

見
た

記

憶
が

な
い

が
。

　

右
の

例
外

の

う

ち、

送
り

仮
名

に

関

係
す

る
の

は

完
了

「

ぬ
」

の

み
。

さ

し

て

神

経
質
に

な

る

必
要
は

な

い
。

い

ず
れ

も

定

型

表
現

な

の

だ

か

ら、

暗
記
さ

え

し

て

お

け

ば

用
は

足

り
る
。

た

だ

し
、

意
識
せ

ぬ

と

こ

ろ

に

本
来
は

使
わ

な

い

は

ず
の

助
動

詞
が

用
い

ら

れ

て

い

る

事
実
は、
　一

応
わ

き

ま

え

て

お

い

た

ほ

う

が

よ

い

だ

ろ

う
。

〔
助

詞〕

　

助
詞
に

つ

い

て

は、

整
理
を

試

み

た

例
を

知
ら

ぬ
。

助

動
詞
に

関
す

る

整
理

を

試

み

た
二

畳
庵

主

人
『

漢
文

法
基
礎
』

（

前
掲
）

も、

訓
読
に

お

い

て

「

特
に

重

要
な

も

の

は
、

ば
・

ど

も
・

と

も
の

三

種
で

あ

る
。

こ

の

三

つ

の

助
詞

に

対
す
る

理

解
が

あ

れ

ば
、

あ

と

の

助
詞
に

つ

い

て

は、

ほ

と

ん

ど、

現

代

口

語
の

常
識
か

ら

推
測
し

て

使
っ

て

大

丈
夫
で

あ

る
」

（

七

三

頁
）

と

述
べ

る

の

み

だ
。

二

畳

庵
主

人

が

「

ば
」

を

取
り

上

げ

て

い

る

の

は、

例
の

仮

定

条
件
「

未
然
形
＋

ば
」

と

確
定
条
件
「

巳

然

形
＋

ば
」

の

問
題

が

あ

る

か

ら

だ
。

こ

れ

に

つ

い

て

は、

後
述
の

「

四

　
訓
読
の

文

法
」

で

言
及

す
る

こ

と

と

し

よ

う
。

ま

た、
「

ど

も
」

「

と

も
」

を

取
り

上

げ
て

い

る

の

も
、

仮
定
条
件
「

未
然
形
＋

と

も
」

と

確
定
条

件
「

己

然
形
＋

ど

も
」

の

問
題
が

あ

る

か

ら

だ
。

こ

れ

に

関
し

て

は

左

で

触
れ

る

こ

と

と

す

る
。

　

以

下、

助
動
詞
と

同

様
の

方

式
で

整

理

を

試
み、

注

意

点
な

ど

を

添
え

て

ゆ

く
。

 
格
助
詞
　
「

が

／
の

／
を

／

に

／

と

／

よ

り

／

に

て
」

を

用
い

る
。

「

つ

／
へ

／

30

か

ら
L

お

よ

び

上

代
語
「

よ

／

ゆ

／

ゆ

り
」

は

使
わ

な
い
、

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　
ガ

　ニ
カ

　

　

　

ガ

　

ニ
カ

　
・

主

語
に

「

が
」

を

付
け

る

こ

と

は

な
い

。

「

誰
為

／

誰

家
」

（

誰
が

為
に

か

／

誰
が

家
に

か
）

の

よ

う

に
、

「

が
」

は

も
っ

ぱ

ら

連
体
修
飾
語
の

形

成
に

用

い

る
。

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

ガ

　

　
　
　
　

ニ
　
　

が

「

の
」

も

し

ば

し

ば

連
体

修
飾
語

の

形
成
に

用
い

ら

れ

る

が
、

「

吾
道
」

「

為
レ

我
」

の

ご

と

く

修
飾
語
が

代
名
詞
の

場

合
は、
「

が
」

を

使
っ

て

「

吾
が

道
」

「

我
が

為
に
」

と

訓

読

し、

修
飾
語
が
一

般
名
詞
の

と

き

は、
「

の
」

を

用
い

る
。

　
・

帰
着
点
の

み

な

ら

ず、

方
向
に

も

「

に
」

を

用
い

る
。

方
向
を

表
わ

す
場
合
で

も

「

へ

」

は

使
わ

な
い
。

　
・

起
点
・

経
由
地

に

は
、

も
っ

ぱ

ら
「

よ

り
」

を

用
い

る。
「

か

ら
」

は

使
わ

な

い
。　

・

場
所
・

範
囲
な

ど

に

は

「

に

て
」

を

用
い

る
。

こ

の

二

字
を

縮
約
し

た

「

で
」

は

使
わ

な

い
。

　
・

「

〜
と

同

じ

で

あ

る
」

意
の

「

同
〜

」

を

返

り

読
み

す

る

と

き

は、
「

〜
に

同

　
　

　

　

　

　
　

　
へ

じ
」

と

訓
読
し、
「

〜
と

同
じ

」

と

は

読
ま

な

い
。

「

同

右
」

は

「

右
に

同

じ
」

と

訓

読
す

る

の

が

正

し

い

わ

け

だ
。

　
，
「

為
」

を

英

語
σ
Φ

oo

ヨ
Φ

と

同

義
に

「

な

る
」

と

訓
ず
る

と

き

は、
「

〜
と

為

る
」

と

訓
読
し、
「

〜
に

為
る

」

と

は

読
ま

な

い
。

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
ね

　

か

た

ど

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　も

　
・
「

象
」

は、

以

前
は

「

〜
に

象
る
」

が

ふ

つ

う
で

あ

っ

た

が
、

最
近

は

「

〜
を

象
る
」

と
い

う

訓
読
も

見

か

け

る
。

「

か

た

ど

る
」

は

形

を

取
る

意
で、

直
接
目

的

語
「

か

た
」

を

含
む
語

ゆ

え
、

間
接
目

的
語
に

は

「

に
」

を

付
け
て

「

〜
に

象
る
」

と

訓

ず
る

ほ

う

が

好
ま

し

い

だ

ろ

う
。

　
・

た

と

え

ば

「

聴
従
」

と
い

う
熟
語
動
詞
が

目

的
語
「

其

意
」

を

伴
っ

た

場
合
は、

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　モ

「

其
の

意
を

聴
従
す
」

と

も

「

其
の

意
に

聴
従
す
」

と

も

訓
読
で

き

る
。

「

聴
」

の

訓

「

聴
く

」

を

念
頭
に

置

け

ば

「

〜
を

聴
く

」 、
「

従
」

の

訓

「

従
ふ
」

を

優
先
す
れ

ば

「

〜
に

従
ふ
」

と

な

り、

日

本
語
に

助
詞

「

を

／

に
」

の

連
語
「

に

を
」

ま

た

は
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「

を

に
」

が

存
在
し

な

い

以

上、

ど

ち

ら

か
一

つ

を

選

ぱ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

か

ら

だ
。

　

な

お、
「

の
」

は

「

之
」 、
「

と
」

は

「

与
」 、
「

よ

り
」

は

「

自
／

従

／

由
」

の

読

み

に

も

用
い

ら

れ

る
。

　

 
接
続
助
詞

　
「

ば

／
も

／

ど

も

／

に

／
て

／

し

て

／
な

が

ら
」

を

用

い
、

稀
に

「

と

も

／

を
」

も

用
い

る
。

「

ど

／

が

／

で

／
つ

つ

／
も

の

か

ら

／
も
の

の

」

は

使

わ

な

い
。

　

・

以

前
は

仮
定

条
件
「

終
止

形
＋

と

も
」

と

確
定
条

件
「

巳

然
形
＋

ど

も
」

の

読

「
み

分
け

が

行

わ

れ

て

い

た

が
、

逐
一

い

ず
れ

な

の

か

を

判
断
す

る

の

も

煩
わ

し

く、

ど

ち

ら

か

明

確
で

な

い

場
合
も

あ

る

た

め、

最
近
は

仮
定
条

件
も

確
定
条
件
も

「

巳

然
形

＋

ど

も
」

を

以

て

訓

読
し

て

し

ま

う
の

が
一

般
で

あ

る
。

「

雖
」

の

訓
読
み

を

問
わ

れ

れ

ば、

だ

れ

も

が

「

い

へ

ど

も
」

と

答
え、

「

い

ふ

と

も

／
と

も
」 ．
は

脳

裡

に

浮
か

ば

な
い

だ

ろ

う
。「

「

と

も
」

は

稀
に

し

か

見
か

け

な
い

。

　

　・
「

も

／

を
」

を

そ

の

ま

ま

露
骨
に

逆

接
の

意
で

使
う
こ

と

は

少
な

い
。

「

然

　

モ

　

　
　

　

し

か

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

ル

ヲ

　

　
　

し

か

〔

而〕
」

（

然
〔

而）

も
）

「

然
〔

而〕
」

（

然
〔
而〕

る

を
）

の

よ

う
に

定

型

表
現
に

お

い

て

使
う
の

が

ふ

つ

う

で

あ

る
。

た

だ

し、

「

も
」

は

単
に

「

〜

す

る

も
」

の

ご

と

く

訓
じ

て

逆
接
に

用
い

る

場
合
が

あ

る
。

逆
接
は

、

「

ど

も
」

を

使
っ

て

「

〜
す

れ

ど

も
」

と

も

読
む

が
。

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
ツ

ナ

ガ

ラ

　
　

ふ

た

　

　・
「

な

が

ら
」

を

独
立

し

て

使

う
こ

と

は

な
い

。

「

両

　
」

（

両

つ

な

が

ら
）

　

マ

レ

ナ

ガ

ラニ
シ

テ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ナ

ガ

ラ

ニ

シ

テ

「

生

　
　
　

而
」

（

生

ま
れ

な

が

ら

に

し

て
）

「

居

〔

坐

×
而
）

」

（

居

〔
坐
〕

な

が

ら

［

に

し

て
］

）

な

ど

の

定
型
表
現
に

お

い

て

の

み

用
い

る
。

　

な

お
、

「

ど

も
」

が

「

雖
も
」

の

読
み

に

用

い

ら

れ

る

以
外
は、

す
べ

て

も
っ

ぱ

ら

補
読
語
と

し

て

用

い

ら
れ

る
。

「

乍
」

を、
「

な

が

ら
」

と

訓
ず

る

の

は

国

訓
。

　

 
係
助
詞

　
「

は

／

も

／
ぞ

／

や

／

か
」

を

用
い

る
。

「

な

む

／

や

も

／

や

は

／

か

も

／

か

は

／
こ

そ
」

は

使
わ

な

い
。

漢
文
訓
読
に

お

け
る

送
り

仮
名

古
田

島
洋

介

　
・
「

は
」

は、

主
語

を

取

り

立

て

て

示

す

場
合
に

用
い

る
。

要

す

る

に

比

較
・

対

照
の

た

め

に

「

は
」

を

用

い

る

の

で

あ

り、

単
に

主

語
だ

か

ら

と

い

う
理

由
で

「

は
」

を

付．
け

る

こ

と

は

好
ま

れ

な
い

。

た

だ

し
、

比

較
・

対
照

の

観
念
が

な

く

て

も、

単
に

口

調
を

滑
ら
か

に

す
べ

く、

主

語
に

「

は
」

を

付
け

る

こ

と
が

あ

る
。

ま

　

　

　

　
　
　

　

　

ニ
ハ
　

ラ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ネ

テ

ハ
　

タ

ラ

た、

「

は
」

は、
「

不
二

常

有
二

（

常
に

は

有
ら

ず
）

「

不
二

重

　
来
己

（

重

ね

て

は

来

た

ら

ず
）

な

ど
、

い

わ

ゆ

る

部
分
否
定
に

も

用

い

ら

れ

る
。

　
・

文
語
文
法
ど

お

り、

文
中
の

「

ぞ

／

や

／

か
」

は

連
体
形
の

係
り

結
び

を

起
こ

す
。

「

こ

そ
」

は

使
わ

な

い

た

め、

訓
読
に

お

け

る

係
り

結
び

は

連
体
形

の

み

で

あ

り、

巳

然
形
の

係

り

結
び

は

生

じ

な
い

。

　
・
「

や

／

か
」

は、

い

ず
れ

も

疑
問
・

反
語
を

表
わ

す
。

　

な

お、
「

は
」

は

「

者
／

也
」 、
「

や

／

か
」

は

「

也

／

乎
／
邪
／

耶

／

哉
」

な

ど

の

読

み

に

も

用
い

ら
れ

る。

　

 
副
助

詞
　
「

す

ら

／
の

み

／
ば
か

り

／

ま

で

／
し

も

／

さ

へ

」

を

用
い

る
。

「

だ

に

／

な
ど

」

は

使

わ

な
い
。

　
・

「

な

ど
」

を

使
わ

な

い

と

し

た

の

は、

名
詞
に

着
く

「

等
」

は、

一

般
に

訓

「

ら
」

ま

た

は

音
「

ト

ウ
」

を

以

て

訓
読

す

る

の

が

通

例
か

と

思

わ

れ

る

か

ら

で

あ

る
。

「

な

ど
」

と

読
む

人

が

い

る

か

も

し

れ

な
い

の

で、

決
め
つ

け

る

つ

も

り

は

な

い

け
れ

ど

も
。

　
・
「

ば

か

り
」

は

概
数
を

表
わ

す
。

現

代
口

語
の

「

だ

け
」

に

当

た

る

限

定
の

意

に

は

用
い

な

い
。

　

　

　

　
　
　

　

ゆ

　

　

　

　

　
ル

マ
デ

　

ニ

　
・
「

ま

で
」

は

「

自
；

〜一
至
二

…一
」

（
〜
よ

り

…

に

至
る

ま

で
）

の

表
現

に

登

場

す
る

の

み

か

と

考
え

る
。

稀
に

使
う
だ

け

と

考
え

て

大

過

あ

る

ま
い

。

　

　

　

　
　
　

　

　

　
ズ

シ

モ

　

セ

　
・
「

し

も
」

も

「

不
二

必

　
〜一

」

（

必

ず

し

も

〜
せ

ず
）

の

表
現
で

目
に

す

る

だ

け

で

あ

ろ

う
。

　
・
「

さ
へ

」

も

同

様
で、
「

剰
」

の

訓
読
「

あ

ま
つ

さ

へ

」

で

見
か

け
る

の

み

だ
。31
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明
星

大
学
研
究
紀
要
【

日

木
文
化
学
部
・
言
語
文

化

学
科
】

第
十
三

号

　
二

〇

〇
五

年

ち

な

み

に、
「

つ

」

は

「

あ

ま

り

さ

へ

」

の

「

り
」

の

促
音

便
で

あ

る
。

　
な

お、
「

の

み
」

は

「

而

已

（

矣）

／

耳
／
已

／

爾
」

な

ど、
「

ば

か

り
」

は

「

許

／

可

／

所
」

の

読
み

に

も

用
い

ら

れ

る
。

「

迄
」

を

「

ま

で
」

と

訓
ず

る

の

は

国
訓

。

　
 
終

助
詞

　
「

か

／

か

な
」

を

用
い

る
。

「

な

／

ね

／

な

む

／

な

も

／

ぱ

や

／

か

し

・
／

し

が

／

し

が

な

／

し

が

も

／

も

が

／

も
が

な

／

も

が

も

／

か

も
」

は

使
わ

な
い

。

　
・

「

か

／
か

な
」

は、

い

ず

れ

も

詠
嘆
を

表
わ

す
。

　
な

お、
「

か
」

は

「

也

／

乎

／

邪
／

耶
／
哉
」

な

ど、
「

か

な
」

は

「

哉
／

夫

／

乎

／

矣
」

な

ど
の

読
み

に

も

用
い

ら

れ

る
。

　
 
間
投
助
詞
　
「

や

／

よ
」

を

用
い

る
。

「

を

／

し
」

は

使

わ

な
い

。

　
・
「

や
」

は、

詠
嘆
・

提
示
・

呼
び

か

け

な

ど

に

用
い

る
。

　
・
「

よ
」

は、

呼
び

か

け

に

用
い

る

の

み。

　
な

お、
「

や
」

は

「

也

／

乎

／

邪
／

耶
」

な

ど、
「

よ
」

は

「

也
／

乎
」

の

読

み

に

も

用

い

ら

れ

る
。

　
右
を

簡
略
な
一

覧
表
に

ま

と

め

れ

ば

次
の

よ

う

に

な

る
。

「

ば

か

り
」

以

外
は、

す
べ

て

読
み

添
え

に

用
い

る

こ

と

が

で

き

る

た

め、
「

補
読

語
」

欄
は

省

略
す

る
。

  種

格

助 類
詞

「 　 　 コ 　 　 「 　 　
一

ユ 　 　
ー一

｝　 　 一 　 　 一

に 　よ　 と　に 　を　の 　が
助

て　り　
L
　

L
　

L
　

L
　

L

L 　　 L 詞

自 与　　 　　之

凌

漢

眇 字
由

 
接
続
助
詞

「

ば
」

「

も
」

（

然
・

而
）

「

ど

も
」

（

雖
）

「

に
」

「

て
」

「

し

て
」

「

な

が

ら
」

「

と

も
」

（

稀
）

「

を
」

（
稀
）

（

然
・

而
）

 
係
助
詞

「

は
」

者
・

也

「

も
」

「

ぞ
」

「

や
」

也
・

乎
・

邪
・

耶
・

哉

「

か
」

也
・

乎
・

邪
・

耶
・

哉

 
副
助
詞

「

す
ら

」

「

の

み
」

而
已

（

矣
）

・

耳
・

已
・

爾

「

ば

か

り
」

許
・

可
・

所

「

ま
で
」

（

自
〜
至

…
〉

「

し

も
」

（

不

必
）

「

さ

へ

」

（

剰
）

 
終
助
詞

「

か
」

也
・

乎
・

邪
・

耶
・

哉

「

か

な
」

哉
・

夫
・

乎
・

矣

 
間

投
助
詞

「

や
」

也
・

乎
・

邪
・

耶

「

よ
」

也
・

乎
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語
数
が

多
い

た

め、

助

動
詞
ほ

ど

明

快
な

印

象
は

な

く、

不

備
も

多
い

か

と

案
ず

る

が、

少
な

く

と

も、

用
い

る

は

ず
の

な
い

助
詞
を

使
っ

て

訓
読
に

及

ぶ

弊
は

防

げ

る

だ

ろ

う
。

　

も

っ

と

も、

名
詞
・

動

詞
・

形
容
動
詞
・

助
動
詞
・

助
詞
の

五

品

詞

に

つ

い

て

ざ

っ

と

ま

と

め

て

は

み

た

も

の

の
、

こ

れ

だ

け

で

何
と

か

訓
読
で

き

る

か

と

い

う

と、

そ

う
は

問
屋

が

卸
さ

な
い

。

補
足

事
項

を

二

つ

述
べ

て

お

こ

う
。

　

第
一

は、

実
際
の

訓

読

で

は、

た

と

え

ば

助
動
詞
と

助
詞、

ま

た

は

助
動
詞

ど

う

し、

助
詞
ど

う
し

を

組
み

合
わ

せ

た

連
語
が

頻
用
さ

れ

る
。

し

た
が

っ

て、

単
に

助

動
詞
と

助
詞

を

そ

れ

ぞ

れ

記

憶
し

て

み

て

も、

応
用
に

は

支

障
を

来
た

す

危
険
性
が

高

い

の

だ
。

そ

こ

で、

頻
出

す

る

連
語

を

左

に

掲
げ

て

み

よ

う
。

訓

読
口

調
の

形
成

に

は
、

連

語

の

響
鳶

が

大

き

く

与
っ

て

い

る
。

　

最
も

出
現

率
が

高
い

の

は、

助
詞

「

し

て
」

を

用
い

た

連

語
で

あ

ろ

う。

ず

し

て
・

に

し

て
・

と

し

て

・

を

し

て

　
「

ず
し

て
」

は、

打
消
「

ず
」

の

上

に

各
種
の

用

言
の

未
然
形

を

冠
す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で、

お

そ

ら

く

最
も

応

用
範
囲
が

広
い

。

「

を

し

て
」

は、

使
役
形

に

お

い

て

使
役
の

対
象
に

必

ず
付
け

る

送
り

仮
名

だ。
「

に

し

て

／
と

し

て
」

も

頻
出

す

る
。

　
「

ご

と

し
」

に

は、

前
述

の

よ

う

に

「

の

／

が
」

を

冠

し

た
二

種

の

用

法
が

あ

る

が、

そ

れ

を

も

含
め、

よ

く

見
か

け

る

連
語
を

示

せ

ぱ

ー

〜
の

（

体
言）

の

ご

と

し
・

〜
す
る

（
用
言
）

が

ご

と

し

ざ

る

が

ご

と

し
・

な

る

が

ご

と

し
・

た

る

が

ご

と

し

漢
文
訓
読
に

お

け

る

送
り

仮
名

古
田

島
洋
介

「

ん

と
」

の

組
み

合

わ

せ

に

サ

変
動
詞
の

着
い

た

「

ん

と

す
」

も

重
要
だ

。

（

せ
）

ん

と

す
・

し

め

ん

と

す
・

な

ら
ん

と

す
・

た

ら

ん

と

す

　
「

に
」

が

撥

音

化

し、
た

「

ん
」

に

「

ぞ
」

が

着
い

た

「

ん

ぞ
」

や
、

「

に
」

と

「

か
」

の

組

み

合

わ

せ

も、

次
の

よ

う

な

訓

読
語

を

形

成
す
る

の

で、

ぜ

ひ

覚
え

で

お

か

ね

ば

な

る

ま

い
。

代
表
的
な

漢
字
を

添

え

て

お

く
。

　

　

　
　
　

　
ン

ゾ

　

　

ン

ゾ

い

つ

く

ん

ぞ

11
寧
・

焉

　

　

　
　
　

　
ク

ニ

カ

い

つ

く

に

か

11
安

　

反

語
形

に

は

必

ず
と

言
っ

て

よ

い

ほ

ど

「

ん

や
」

が

用
い

ら

れ

る
。

打
消
「

ず
」

と
の

組
み

合

わ

せ

で

示

し

て

み

よ

う
。

抑
揚
形
で

も

「

ん

や
」

が

多
用

さ

れ
、

し

ば

し

ば

「

を

や
」

と

呼
応
す
る

。

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　ヘ
テ
　

ラ

ン

　ロフ
や

敢
へ

て

走
ら

ざ
ら

ん

や
旨

敢

不
レ

走

乎

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　ン
ヤ
　　
テ

ヲ

　　ニ

況
ん

や

人
に

於
て

を

や
“

況

於
レ

人

乎

疑
問
形
に

「

を

か

／

そ

や
」

が

添
え

ら

れ

る

こ

と

も

あ

る
。

「

を

か
」

は

反
語
形

の

訓
読
に

も

必

要
だ。

　

　

　

　
　
ヲ

カ

な
に

を

か

目

何

　

　

　

　
　
ゾ

ヤ

な
ん

ぞ

や

11
何

「
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明
星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】

第
十

三

号
　
二

〇
〇
五

年

比

較
形
・

選

択
形
に

は

「

よ

り

も

／
よ

り

は
」

が

欠
か

せ

な

い
。

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　ハ
　

ナ

リ

　
　

　

　

　
　

ノ
　

ヨ

リ
モ

霜
葉
は

二

月

の

花
よ

り

も

紅
な

り

　

　
　
博

霜
葉
紅
二

於
二

月

花一

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

リハ
ノ

　

ナ

ラ

ン

　

ロ
ナ

レ

其
の

不

孫
な

ら
ん

よ

り

は
、

寧
ろ

固

な

れ
11

与
二

其
不

孫「

也、

寧
固

こ

の

ほ

か
、

次
の

よ

う
な

連
語

も

し

ば

し

ぼ

目

に

す
る

。

ざ

ら
し

む
・

な

ら

し

む
・

た

ら
し

む

し

め

ず
・

べ

か

ら

ず
・

な

ら

ず
・

た

ら

ず

し

め

じ

な

る

べ

し
・

た

る

べ

し

し

め
ぱ
・

な

れ

ば

た

れ

ど

も
・

ざ

れ

ど

も
・

な

れ

ど

も

ず
や
・

な

り

や

ざ

る

は
・
ご

と

き

は

ざ

る

か
・

な

る

か

し

む
る

の

み
・

な
る

の

み

　

な

お、
「

ず
ん

ば

／
べ

く

ん

ば

／

ご

と

く

ん

ば
」

に

つ

い

て

は

後
述

の

「

三

　
訓

読
の

語
法
」

に

お

い

て

言
及
し

よ

う
。

　

第
二

は
、

名
詞
が

副
詞
に

転
用

さ

れ
、

動
詞
の

修
飾
語
と

な
っ

た

場
合
に

用
い

る

特
殊
な

送
り

仮
名
で

あ
る
。

こ

れ

は

特
例
中
の

特
例
と

し

て

記
憶
し

て

お

か

な

い

と、

途
方
に

暮
れ

る

可

能
性
が宀
咼

い
。

左

に

見

て

ゆ

く

よ

う
に、

た

い

て

い

の

語
は

音
読

み

で

す
ま
せ

ら

れ

る
。

し

か

し
、

語
義
を

明
確
に

す
る

た

め

に

も

訓
読

の

知
識
は

欠

か

せ

ま

い
。

お

お

む

ね
三

種
に

分
か

つ

こ

と

が

で

き

よ

う
。

34

　
一

つ

め

は、

名
詞
が

比

喩
・

様
態

を

表
わ

す
場
合
で

あ

る
。

副
詞
化
さ

れ

た

名
詞

に

助
動
詞
「

ご

と

し
」

を

添
え

て

訓

読

す

る
。

ノ
ゴ

ト

ク

　

ク

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

ゆ

蛇

　
行

11
蛇

の

ご

と

く

行

く

ノ

ゴ

ト

ク

　

マ
ル

　

　

ゐ

蝟
　

集

11
蝟
の

ご

と

く

集
ま

る

　

＊

「

蝟
」

は
ハ

リ

ネ

ズ

ミ
。

そ

の

針
の

よ

う

な

多
数
の

毛
を

念
頭

に

置
い

て

　

　
へ
　
　
　

む

ノ

ゴ

气
B
ノ

ゴ

ト

ク

ユ

雲
　

散
霧

　

消
目

雲
の

ご

と

く

散
り

霧
の

ご

と

く

消
ゆ

　

二

つ

め

は、

名
詞
が

手

段
・

方
法

を

表

わ

す
場
合
で

あ

る
。

副
詞
化
さ

れ

た

名

詞

に

「

も

て
」

を

添
え

て

訓

読
す
る
。

名

詞
の

上

に

あ

る

べ

き

「

以
」

が

省
略
さ

れ

た

　

　
　
　

　

　

　

テ

　
　

ヲ

も

の

と

見
な

し、
「

以
レ

N
」

と

訓
読

す

る

心

持
ち

で

臨
め

ば

よ

い
。

た

だ

し、

助
詞

「

を
」

は

省
き、
「

も

つ

て
」

の

促
音

も

消

し

て、

名
詞
に

直
接
「

も

て
」

を

付
け

る
。

モ

テ

　

ス

文

化
11

文
も

て

化
す

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

テ

　

＊

文

徳
に

よ

っ

て

教
化
す
る

意。
「

文
化
」

の

本
来
の

語

義
で

あ

る
。

「

以

　

　
　
ヲ

　

　
　

　
ス

　

　
レ

文
教
化
」

（

文

を

以

て

教
化
す
）

を

脳
裡
に

描
い

て

訓
読
す
れ

ば

よ
い

。

モ

テ

　
ル

管

見
11

管
も

て

見

る

　

＊

狭
い

管
を

通
し

て

広
い

も
の

を

見
よ

う

と

す

る

意。

す
な

わ

ち、

自
身
の

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

テ

　

　ヲ
　

ル

　
　

ヲ

　

　
見
解
を

謙
遜
し

て

い

う
語。
「

以
レ

管
見
レ

之
」

を

念
頭
に

置
い

て

訓
読
す

　

　
る
。

同

義
の

「

管
窺
」

も

「

管

も

て

窺
ふ
」

と

訓
読
で

き

る
。

モ

テ

　

ツ

拳

撃
11

拳
も

て

撃
つ

　
＊

拳
骨
で

殴

る

意
。

現
代
中
国

語

で

は
ボ

ク

シ

ン

グ

の

訳
語
と

し

て

用
い

る
。

　

　
　
テ

　
　

ヲ

　
　

　
　
ス

　

　
「

以
レ

拳
攻

撃
」

を

思

い

浮
か

べ

て

訓

読
す
れ

ば

わ

か

り

や

す
い

。
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現
代
日

本
語
を

用

い

れ

ば、

そ
れ

ぞ

れ

「

文
で

化
す
／
管
で

見
る

／

拳
で

撃
つ
」

と

読
め

る。

し

か

し、

す
で

に

助
詞

の

解
説
に

記
し

た

ご

と

く、

訓
読
で

は

助
詞

「

で
」

を

使
わ

な

い

習
慣
の

た

め
、

「

も

て
」

を

添
え

て

読
む

わ

け

だ
。

　

な

お、

日

本
語
で

は
、

古
く

は

促
音
を

表
記
し

な
い

こ

と

も

多
か

っ

た

た

め、

先

人
の

「

も

て
」

は、

実
際

に

は

「

も
っ

て
」

と

発

音
し
て

い

た

可

能
性
も

あ

る
。

け

れ

ど

も、

そ

れ

を

引

き

継
い

だ

結
果、

今
日

「

以
」

は

「

も
っ

て
」 、

右
の

よ

う
な

送
り

仮
名

は

そ
の

ま

ま

「

も
て
」

と

読
み、

促
音

の

有
無
に

よ

っ

て

発

音
に

明
確
な

区

別
が

生

じ

る

こ

と

と

な
っ

た
。

　

三

つ

め

は、

名
詞
が

資
格
・

身
分
を

表
わ

す

場
合
で

あ

る
。

副
詞
化
さ

れ

た

名
詞

に

「

と

し

て
」

を

添
え

て

訓
読

す

る。

ト

シ

テ

　

ス

客

　
死
11

客
と

し

て

死

す

　

＊

旅
先
で

死

ぬ

意
。

「

客
」

は

旅
人

の

意
味
で

あ

る
。

ト

シ

テ
　

ム

君

　
臨
11
君

と

し

て

臨
む

　

＊

君

主

と

し

て

臣
下
・

民

衆
に

臨
み、

国

家
を

治
め

る

意。

君

主
で

も

な
い

　

　

者
が

君

主
の

よ

う
に

ふ

る

ま
っ

て

い

る

場
合
は、

批
判
の

意
を

込

め

て

　

　

　
ノ
ゴ

ト

ク
　

ム

　

　
「

君

　

臨
」

と

も

訓
読

で

き

る。

ト

シ

テ

　
フ

　
　
　
　

　
　
　
　

　

つ
か

師
　
事
11
師
と

し

て

事
ふ

　

＊

師
と

仰
い

で

仕
え

る

意
。

右
の

二

例
は

「

あ

る

者
が

く

客
と

し

て

死

す
V

」

　

　
「

あ
る

者
が

く

君
と

し

て

臨
む
V

」

意
で

あ

る

が、

こ

れ

は

「

あ

る

者
を

　

　
〈

師
と

し

て

事
ふ
＞

」

意
で

あ

り、

師
た

る

者
と

仕
え

る

者
が

別
人

物
だ

と

　

　

い

う

点
で
、

「

客
死
」

「

君

臨
」

と

は

趣
が

異
な

る
。

た

だ

し、

名

詞
に

　

　
「

と
し

て
」

を

送
っ

て

訓
読
す

る

点

は

同
じ

な

の

で、

一

括
り

に

し

て

覚

　

　

え

て

お

く
の

が

便
利
だ

ろ

う。

も

し

か

す

る

と、
「

師
」

は

名
詞
と

解
す

　

　

る

よ

り

も、

む

し

ろ

動
詞

「

師
と

す
」

と

解
釈
す

る

ほ

う
が

妥
当

か

も

し

漢
文

訓

読
に

お

け

る

送
り

仮
名

古

田

島

洋
介

れ

な

い

が
。

類
例
に

「

兄

事
」

訓

読
で

き

る
。

一一一
　

訓
読

の

語
法

が

あ

り、

こ

れ

も

「

兄

と

し

て

事
ふ
」

と

　

訓
読
に

は、

取
り

立

て

て

心

得
て

お

く
べ

き

語
法
が

あ

り、

こ

れ

を

曖
昧
な

ま

ま

に

し

て

お

く

と、

送
り

仮
名
の

理

解
に

支
障
を

来
た

す
。

い

か

に

も

漢
文

訓
読
ら
し

い

送
り

仮
名
と

し

て

繁
く

登

場
す

る

に

し

て

は、

学

生

た

ち
の

認
識
が

薄
い

。

少
な

く

と

も

左
記
の

二

点
に

つ

い

て

十

全
な

指
導
が

必

要

で

あ

ろ

う
。

　

 
上

代
ク

語

法
の

残
存
　
上

代
に

活
躍

し

た

ク

語

法、

す

な

わ

ち

準
体
助
詞
「

く

／

ら

く
」

を

用

言
に

付
け

て

体
言

化
す

る

語
法
は、

平
安
時
代
以
降、

大
幅
に

衰
退

す

る

こ

と

と

な

っ

た

が、

漢
文
訓
読
の

な

か

で

命
脈
を

保
ち、

現
行
の

訓
読
で

も

ふ

つ

う
に

用
い

ら

れ

る
。

現
代
語
と

し

て

は

「

思

わ

く

／
老
い

ら

く
」

な

ど

も

そ

の

例

だ
。

「

く
」

は

未
然

形
に
、

「

ら

く
」

は

終
止

形

（
上
一

段
動
詞
な

ら

ば

未
然
形
）

に

接
続
す

る

が、

訓

読
で

は

次
の

よ

う

な

語
を

意
識
し

て

お

か

ね

ば

な

る

ま
い

。

く　
い

は

　
曰

く

　

　

（

「

い

ふ
」

未
然
形
十

「

く
」
）

　
お

もへ
ら

　

以
為
く

　
（

「

お

も

ふ
」

已

然
形
＋

完
了

「

り
」

未
然
形
＋

「

く
」
）

　
き

く

な

ら

　

聞
説
く

　
（
「

き

く
」

終
止

形
＋

伝
聞
推
定
「

な

り
」

未
然
形
＋

「

く
」
）

　

願
は

く

は

（
「

ね

が

ふ
」

未
然
形
＋

「

く
」

＋

係
助

詞
「

は
」）

ら

く

　

疑
ふ

ら

く

は

（

「

う
た

が

ふ
」

終
止

形
＋

「

ら

く
」

＋

係
助
詞
「

は
」

）

　

恐
ら

く

は

　
（

「

お

そ

る
」

終
止

形
＋

「

ら

く
」

＋

係
助
詞

「

は
」

の

縮
約

　

　
　
　

　

　

　

形
）
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明
星
大

学
研

究

紀
要
【
日

本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】

第
十
三

号

　
二

〇

〇
五

年

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
ク

　

ち

な

み

に、

今

日

で

も

引

用
の

「

日
」

を

「

言

う
こ

と

に

は
」

と

訳
す

人

が

少

な

く

な

い
。

学
生

た

ち

も、

中
学
・

高
校
時
代
に

習
っ

た

先
生

の

影
響
な

の

か
、

「

言

う
こ

と

に

は
一

と

訳
す
こ

と

を

好

む
。

こ

れ

は

古
典
由

．

国

語
「

日
」

の

訳
と
い

う

よ

り

も、

そ

の

訓
読
「

い

は

く
」

の

訳

と

称

す
べ

き

だ

ろ

う
。

古
典
中
国

語
「

日
」

の

訳
と

し

て

は

「

言
っ

た
」

で

十
分
の

は

ず

だ
。

先

に

日

本
語
で

は

用
言
に

「

こ

と
」

を

添

え

て

名
詞
化
す
る

と

記

し

た
が
、

上

代

に

は

「

く

／

ら

く
」

を

付
け
て

名
詞

化

す

る

語
法
が

存
在
し

た

わ

け

で

あ

る
。

　

 
中
世
連
語
「

ず
ん

ば
」

の

混

入

　
中

世

以

降
に

見

ら

れ

る

連

語
「

ず
ん

ば
」

も

訓
読
に

は

欠
か

せ

な
い
。

こ

れ

は、
〈

打
消

「

ず
」

連
用

形

＋

係
助
詞
「

は
」
V

に

撥

音
「

ん
」

が

介
入
し、

「

は
」

が

連
濁
に

よ

っ

て

「

ば
」

と

化
し

た

と

も
、

〈

打

消

「

ず
」

未
然
形
＋

接
続
助
詞

「

ぼ
」

〉

に

撥
音
「

ん
」

が

介
入

し

た

も

の

と

も

解
せ

ら

れ

る。
　

　
　
い

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
　
ン

バ

　

ラ

　
　

　

　
　
ニ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

ヲ

虎
穴
に

入
ら

ず
ん

ば、

虎
子

を

得
ず
11
不
レ

入
二

虎
穴→

不
レ

得
二

虎
子一

敢
へ

て

勉
め

ず
ん

ば

あ

ら

ず

　
　
　ヘ
テ

　
ン

パ

ア

ラ

　

メ

ー1
不
二

敢

不

　
F

勉

　

第
一

例
は

「

入

ら

ざ

れ

ば
」

と

訓
読
し

て

も

よ

い
。

一

見、
「

ず
ん

ば
」

は

必

須

の

知
識
で

な

い

よ

う
に

も

思

わ

れ

る
。

し

か

し、

第
二

例
の

「

不

敢
不
」

は

必

ず

「

敢
へ

て

〜
（

せ
）

ず
ん

ば

あ

ら
ず
」

と

読
む

習
慣
だ。

や

は

り

コ

ず

ん

ば
L

は

不

可
欠
な

の

で

あ

る
。

　
つ

い

で

に
、

「

な

く

ん

ば

／
べ

く
ん

ば

／
ご

と

く

ん

ば
」

の

三

語

を、

「

ず
ん

ば
」

の

類
例
と

し

て

指
摘
し

て

お

こ

う
。

い

ず
れ

も

訓
読
特
有
の

送

り

仮
名
が

必

要
だ
。
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　ニ
　
ク

ンバ
　

　

　
　

　

　

　

　
タ

　

民

に

信
無

く

ん

ば
、

立

た

ず
11
民

無
レ

信、

不
レ

立

べ

く

ん

ば

　

　

　
　

　

と

も

　

不

仁
に

し

て

与
に

言

ふ

べ

く

ん

ば、

則
ち
何
の

国
を

亡

ぼ

し

家
を

敗
る

こ

と

　

　
こ

れ

　
か

之
有
ら

ん

　

　

　
　
ニ
ノ
テ

　

ク

ンバ
ニ
フ

　

チ

ノ

ポ

シ

ヲ

ル

コ
ト

カ

ヲ

　

ラ

ン

　

　
ー1

不

仁

　
而

可
二

与
言ハ

則
何
亡
レ

国
敗
　
レ

家
之

有

ご

と

く
ん

ば

　
か

く

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
ク

ン

バ

　
ノ

　
チ

　
カ

ラ

ン

　
　

　

　

　

　

　ニ

　

此
の

如
く

ん

ば

則
ち

天

下

に

敵
無
か

ら

ん

闘

如
レ

此

則
無
レ

敵
二

於
天

下一

　

第

丁
二

例
は、

そ

れ

ぞ

れ

「

民

に

信
無
け

れ

ば

／

不

仁
に

し

て

与
に

言
ふ

べ

け

れ

ば
」

と

訓
読
し

て

も

よ

い
。

け

れ

ど

も、

第
三

例
を

「

此

の

如
け
れ

ば
」

と

読
む

の

は

不

可

だ

ろ

う。

比
況
「

ご

と

し
」

に

已

然

形

は

存
在
し

な

い

か

ら

だ。

も

し
、

ど

う

し

て

も

「

〜
ん

ぱ
」

を

嫌
う
の

で

あ

れ

ば、
「

ご

と

し
」

に

断
定
「

な

り
」

を

加

え

て、
「

此
の

如
き

な

れ

ば
」

と

訓

読
す

る

し
か

あ

る

ま

い
。

こ

れ

を

「

此

の

如

く

な

れ

ば
」

と

読
む

と
、

比

況

「

ご

と

く

な

り
」

を

用
い

て

い

る

こ

と

と

な

り、

現

行
の

訓
読
の

習
慣
に

合
わ

な

く

な

る
。

　

右

に

 
上

代
ク

語
法
の

残
存、

 
中
世
連
語

「

ず
ん

ば
」

の

混
入

な

ど

と

記
し

た

こ

と

か

ら

逆

に

察
せ

ら

れ

る

よ

う
に
、

要
す
る

に、

訓
読
に

用

い

る

文
語

と

は、
　一

般
に

謂
う
古

文

と

同
じ

く、

中
古
す

な

わ

ち

平

安
朝

の

古
文
を

基

準

と

し

て

い

る

の

で

あ

る
。

た

だ

し
、

上

代
か

ら

現
在
に

至

る

ま

で
一

千
数
百

年
に

わ

た

っ

て

受
け

継

が

れ

て

き

た

営
み

だ

け
に
、

訓
読
に

は

中

古
語
法
で

は

律
し

き

れ

な
い

側
面

が

あ

る

わ

け

だ
。

む

ろ

ん
、

こ

の

話
は

文

法
に

も

当

て

は

ま

る
。

そ

れ

を

最

後
に

述
べ

て

み

よ

う
。
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四

　
訓

読

の

文
法

　
訓
読
は

中

古

文

法
を

原
則
と

し
つ

つ

も、

時
と

し

て

上

代

文

法
が

残

存
し、

近

世

文
法

も

混

入

す
る

。

前
者
は

単
な

る

活
用

形
の

問
題

だ
が
、

後
者
は

通

常
の

文
語

文

法
の

常
識
を

覆
す

側
面
を

持
つ

。

　
 
上

代
文
法
の

残
存
　
上
代
に

は、

形
容
詞

「

な

し
」

の

未
然

形

と

し

て

「

な

け
」

が、

助
動
詞

「

べ

し
」

の

未
然
形

と

し

て

「

べ

け
」

が

存
在

し

た
。

訓
読
で

は
、

こ

れ

に

推
量
「

む
」

の

撥
音
化
し

た

「

ん
」

を

付
け、
「

な

け

ん

／
べ

け

ん
」

と

訓

ず
る

こ

と

が

あ
る
。

中
古
文
法
に

則
れ

ば、

も

ち
ろ

ん

「

な

か

ら

ん

／

べ

か

ら

ん
」

と

な

る

と
こ

ろ。

簡
略
に

ま
と

め

れ

ば、

次
の

ご

と

く

で

あ
る

。

　
〔
唐〕

白

居
易
「

長
恨
歌
」

末
尾
の
一

句
「

此
恨
綿
綿
無
絶
期
」

を、

私
は

次
の

よ

う

な

訓
読
で

記
憶
し

て

い

る
。

高
校
時
代
の

漢
文
教
科
書
が

こ

の

よ

う

に

訓
読
し

て

い

た

か

ら

だ
。

　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　
と

き

此

の

恨
み

は

綿
綿
と

し

て

絶
ゆ
る

期
無
け

ん

　

た

だ

し、

最
近
の

教
科
書
は

中
古
文
法
に

よ
っ

て

「

…

…

絶
ゆ

る

期
無
か

ら

ん
」

と

訓
ず
る

の

が
一

般
だ

。

「

べ

け

ん

／
べ

か

ら

ん
」

に

つ

い

て

も

同
様
で

、

近

時
は

漢
文
訓

読
に

お

け

る

送
り
仮
名

古
田

島
洋

介

「

ぺ

け

ん
」

よ

り

も

「

べ

か

ら

ん
」

の

ほ

う

が

好
ま

れ

て

い

る

よ

う

に

見
受
け

る
。

　

け

れ

ど

も、

私
個
人
は

「

な

け

ん

／
べ

け

ん
」

を

訓
読
に

特
徴
的
な

読
み

と

し

て、

ぜ

ひ

保

存
し

て

ゆ

き

た

い

と

考
え

る。

で

き

る

だ

け

中
古

文
法

を

以

て

統
一

し

よ

う

と

す

る

心

情
は

理

解
に

難

く

な

い
。

生
徒
た

ち

が

手
に

し

て

い

る

文

語
文

法

の

活
用

表
は

中
古
文
法

を

基
準
と

し

て

お

り、

そ

の

未
然
形
の

欄
に

「

な

け

／
べ

け
」

は

見

え

な
い

か

ら

だ
。

活
用

表

に

な

い

語
形
を

用
い

て

訓
読
を

教
え

る

と

な

れ

ば、

た

し

か

に

抵
抗
を

覚
え

ざ

る

を

得
ま
い

。

　

し

か

し、

説

明
の

便

宜

を

図

る

べ

く、

意
識
し

て

「

な

け

ん

／
べ

け

ん
」

を

避

け

る
の

は

本

末

転
倒
で

は

な

い

か
。

訓
読
の

事
実
こ

そ

優
先
す
べ

き

で

あ

り、

説
明
は

事
実
に

応
じ

て

工

夫
す

る

ま

で

で

あ

る
。

「

な

る

べ

く

わ

か

り

や

す
く

」

は、

説

明

の

工

夫
に

お
い

て

発

揮
す
べ

き

精
神
だ

。

事
実
そ
の

も
の

を

不

当
に

簡
略
化
し、

以

て

説
明

に

便
な

ら

し

め

ん

と

す

る

の

は、

教
え

る

身
と

し

て

邪
道
に

踏
み

迷
う

行
為

に

ほ

か

な

る

ま

い
。

　

 
近
世
文
法
の

混
入

　
仮
定
条
件
「

未
然
形

＋

ば
」

と

確
定

条
件
「

巳

然
形
＋

ば
」

の

区
別
は
、

文

語
文

法

に

お

け

る

花
形
だ

。

こ

の

区

別
は

、

文

語
文
法

の

要
点

と

し

て、

だ

れ

し

も

記
憶
に

は

げ

ん

だ

経
験
が

あ

る

だ

ろ

う。

　

と
こ

ろ

が、

こ

れ

は

あ

く

ま

で

中
古
文
法
で

の

話
で

あ

り、

近

世

文
法

で

は、

特

に

近
世
後
期
に

な

る

と
、

已

然
形

が

今
日

の

口

語
文
法
に

謂

う
仮
定
形

に

接
近
し、

「

已

然
形
＋

ぱ
」

が

仮

定

条
件

を

も

表
わ

す

よ

う
に

な

る
。

確
定

条
件

は

従
来
の

ま

ま

「

已

然
形
＋

ば
」

で

あ

る

か

ら、

要
す

る

に

仮
定
条
件
と

確
定
条

件
の

読
み

分

け

が

消
失
し
、

い

ず
れ

も

「

己

然
形
＋

ば
」

で

表
現

す

る

傾
向
が

強
く

な
っ

て

き

た

わ

け

だ
。

そ

し

て、

こ

の

影
響
が

漢
文
訓
読
に

も

及

び、

そ

の

ま

ま

近

代

以

降
に

引
き

継
が

れ

た

結
果、

現

行
の

訓

読
で

は、

仮
定
条

件
に

せ

よ

確
定
条
件
に

せ

よ、
「

已

然
形
＋

ぱ
」

を

以
て

訓

ず
る

こ

と

が

許
容
さ

れ

て

い

る
。

や

は

り

簡
略

に

ま

之

め

れ

ば、

次
の

よ

う
に

な

る
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学

部
・
言

語
文
化
学
科】
第
十
三

号

　
二

〇
〇
五

年

　

た

だ

し、

こ

れ

に

つ

い

て

も、

最

近
は

中
古

文
法

に

よ
っ

て

読

み

分
け

る

傾
向
が

強
い
。

そ

れ

は

そ

れ

で

結
構
だ

ろ

う
。

け

れ

ど

も、

い

ず
れ

の

条

件
も

「

已

然
形
＋

ば
」

で

す
ま

せ

て

し

ま

う
読
み

方
は、

現

行
の

訓
読
に

ま

で

流
れ

込

ん

で

い

る
。

そ

れ

が

偽
ら

ざ

る

実
態
で

あ

る

以

上
、

我
々

は

常
に

寛
容
を

以

て

臨
ま

ね

ば

な

る

ま

い
。

二

つ

の

条
件
を

読
み

分

け
て

い

な
い

か

ら

と
い

っ

て
、

文

法
違
反

だ

と

決
め

つ

け
る

わ

け

に

は

ゆ
か

ぬ
。

実

際、

何
も

好
ん

で

煩

わ

し

い

読
み

分
け
に

立

ち

も

ど

る

必

要

は

あ

る

ま

い、

と

い

う

の

が

愚

見
で

あ

る
。

仮
定
条
件
な

の

か

確
定

条
件
な

の

か、

明
確
な

判
断
を

下
せ

な
い

場
面

も

少

な

く

な
い

の

だ
か

ら
。

　

以

上、

す
っ

き

り

し

た

体
系
的
な

説
明

を

指

向
し
つ

つ
、

結
局

は

雑
然
た

る

印
象

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

か

も

し

れ

ぬ

が、

関
係

各

位
が

漢
文

訓
読
の

送

り

仮
名

を

教
え

る

さ

い

に、

ま

た、

送
り

仮
名
に

つ

い

て

考
え

る

さ

い

に、

些
少

と

も

役
に

立

つ

と

こ

ろ

あ

ら

ば

幸
い

で

あ

る
。

　

事、

送

り

仮
名

に

及

ぶ

と
、

た

だ

ち

に

不

統
一

の

問

題

を

俎

上

に

載
せ、

ど
こ

か

ら

送
る

か、

ど

こ

に

送
る

か

に

つ

い

て

議
論
を

戦
わ

せ

る

の

が

通

例

で

あ

ろ

う。

ど

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　
ク

　
　

　
　

　

　
　ハ
ク

こ

か

ら

送

る

か

と

は、

既
述
の

ご

と

く、
「

日
」

か

「

日

」

か

の

よ

う

な

問
題
を

指

　

　

　

　
　
ダ

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

シ

す
。

副
詞

「

甚
」

で

「

だ
」

を

送
り、

形
容
詞

「

甚
」

で

「

だ
」

を

送
ら

な

い

の

は

不

統
一

だ

ー
こ

の

よ

う
な

意
見
を

耳

に

し

た
こ

と

も

あ

る
。

け

れ

ど

も、

こ

れ

ま

た

す
で

に

述
べ

た

よ

う

に、

ど
こ

か

ら

送
ろ

う

と、

結
果

と

し

て

「

い

は

く
」

と

読

38

み、
「

は

な

は

だ

／
は

な

は

だ

し
」

と

読
む

こ

と

に

変
わ

り
は

な

い
。

　
一

方
、

ど

こ

に

送
る

か

と

は、

た

と

え

ば

助
詞
「

や
」

を、

左

の

上

の

ご

と

く

直

接
「

乎
」

の

読
み

と

す
る

か
、

下
の

よ

う

に

「

乎
」

を

置
き

字
扱
い

し

て

「

不
」

に

送

り

仮
名
と

し

て

付
け
る

か

の

ご

と

き

問
題
を

指
す。

　

　
タ

　ノ
カ

ラ

や

不
二

亦

楽一

乎

ヤ

　

　

ク

　

シ

カ

ラ

丕
赤
楽一

乎

　
し

か

し
、

こ

れ

に

つ

い

て

も、

結
局

は

両

者
と

も

に

「

亦
た

楽
し

か

ら

ず

や
」

と

読
む
こ

と

と

な

り、

送
り

仮
名
「

ヤ
」

の

位
置
に

よ

っ

て

何
か

解
釈

上

の

差
異
が

生

じ

る

と

い

う

話

で

は

な

い
。

ど
こ

か

ら

送
ろ

う
が
、

ど
こ

に

送
ろ

う

が、

送
り

仮
名

の

本
質
と

は

何
も

関
係
が

な
い

の

で

あ

る
。

あ
く

ま

で

体

裁
上

の

不

統
一

の

問

題
に

す

ぎ
な

い
。

　
私
見
に

よ

れ

ば、

訓
読
の

送
り

仮
名
に

つ

い

て

最
も

重

要
な

の

は、

ど

の

よ

う
な

語
を

い

か

な

る

点
に

注
意
し

て

送
る

の

か、

と

い

う
問
題

で

あ

る
。

こ

れ

こ

そ

が

訓

読
に

お

け

る

送

り

仮
名
の

骨
法

だ

と

称
し

て

よ

い

だ

ろ

う
。

「

古
語

を

用

い、

文

語

文
法
に

従
っ

て

読
む
」

で

は、

あ

ま

り

に

大

ざ
っ

ぱ

な

説

明

だ
。

ま

た、

事
あ

る

ご

と

に

「

助
動
詞

〈

け

り
〉

は

使
わ

な

い
」

「

起
点

を

表
わ

す

助
詞

は

〈

か

ら
〉

で

は

な

く

＜

よ

り
〉

を

用
い

る
」

な

ど

と

断
片
的
な

知

識
を

小

出

し

に

し

て

ゆ

く

の

も

感

心

し

な

い
。

な

ん

と

か

全

体
の

見
取
り

図
が

明
確
に

描
け

な
い

も

の

か
。

本
稿
は

そ

の

試
み

の

第
一

歩
で

あ

る
。

多
々

存
在
す
る

で

あ

ろ

う

不

備
や

錯
覚
に

つ

い

て

は、

ぜ

ひ

と

も

御
批

判
・

御
教
示
を

賜
り

た
い

。

注
（
−）

　

原
田
緬晒
成
『

私
の

漢
文
講
義
』

（
大
修
館
書

店、

平
成
七

年）
四

九
頁。
原

田

氏
は、
「

猶、

亦
な

　

ど
の

（
な
お
〉

〈
ま

た
V

は

本

來
読
み

仮

名

で

送
り

仮
名
で

は

な
い

が、

読
み

誤
ら

な
い

よ

う

に

最

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

も
ト

　

は

タ

　

た
グ

　

ぱ

ホ

　

ユク
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　マ
　　
　ミ
　ロ

　

後
の

一
字
を

添

え

る

こ

と

が

あ

り、
〈

故
・
将
・
唯
・
猶
・
亦
V

の

類
の

仮
名
は

添
え

仮
名
と
い

う
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の

が

適
当
で

あ
る
」

（
傍
点
原
文
マ

マ）

と

記
し、

さ

ら

に

〈
参
考
〉

と

し
て、
「

明
治
四

十
五

年
三

　

月
二

十
九
日

の

官
報
に

〈
漢

文
の

句

読

返
点

添
仮

名
読
方

法〉
が

掲
載
さ

れ

て

い

る。
そ

こ

に

は

　

〈
添
仮

名
〉

と

あ
っ

て

〈

送
仮
名
〉

と

書
い

て

い

な

い。

漢
文
の

場
A
ロ

は

読
み

誤
ら

な
い

よ

う
に

添

　

　
え

た

仮

名
で

あ

る

か

ら

〈

添

仮

名
V

と
い

う

の

が

正

b
い

。

こ

の

後

そ

の

正

し
い

用
法
が

用
い

ら
れ

　

　
て

い

な
い

の

は

不

思

議
で

あ

る
」

と

述
べ

て

い

る。
お

そ

ら

く、

原

田

氏
は、

読
み

仮
名
が

送

り

仮

　

名
の

領

域
に

漏
れ

出

た

も
の

を

添
え

仮
名

と

呼
ぶ

ぺ

き

だ

と

主

張
し

て

い

る
の

で

あ

ろ

う。
け

れ

ど

　

　
も、

本

稿
で

述
ぺ

た

よ

う
に

「
添
え

仮
名
」

と

い

う
呼
称

に

は

語
弊
の

生

ず
る

可

能

性
が

あ

り、

ま

　

　
た、
「
読

み

仮
名

で

送

り

仮
名
で

は

な

い」
と、

送
り

仮

名
の

存
在
を

認

め

て

い

る

か

の

よ

う

に

記

　

　
し

な

が

ら、

尺
添

仮
各〉
と

あ
っ

て

〈

送
仮
名
〉

と

書
い

て

い

な

い。
…

…

〈
添
仮

名
V

と

い

う
の

　

　
が

正

し

い
L

と、

送
り

仮
名

と

い

う
呼
称
を

排
し
て

添

え

仮
名
と
呼
ぶ

べ

き

だ

と

言
っ
て

い

る

よ

う

　

　
に

聞
こ

え

る

点
で、
A

二

歩
そ

の

主
張
に

不

明
確

な
点

が

残
る。
こ

う
し

た

全

体
の

見
取
り

図
を

示

　

　
さ

ず
に
一
部
分
の

呼
称
の

変
更
を

求
め
る

原
田

氏
の

態

度

に

は、

や

は

り

従
来

の

漢
文
教
育
の

ち
び

　

　
ち
び

小

出
し

法
と

同
様
の

通

弊
を

感
じ
る。

　

　
　
た

だ

し、

原
田

氏
の

記
す
呼
称
変
更
の

要
求
は、

送

り

仮
名
に

つ

い

て

再
考
す
る

絶
好
の

機
会
を

　

　
与
え

て

く
れ

る

性
質
の

提
言
で

あ

り、

長
年
の

経
験
に

裏
付
け

ら
れ

た

碩
学
の

言
と

し
て

傾
聴
に

値

　

　
す
る。

少
な
く
と

も
一
度
は

正

面

切
っ

て

検
討

す
る

だ

け
の

価
値
を

有
す
る

提
言
だ

ろ

う。

け
れ

ど

　

　
も、

管
見
の

及
ぶ

か

ぎ

り、

原
田

氏
の

提
言

を

真
摯
に

受
け

止
め

た

論
考．
は

見
当
た

ら
な
い。
こ

の

　

　一
事
に

も、

漢
文
教
育
関
係
者
の

知
的
怠
慢
が

見
ら
れ

る

よ

う
に

思

う。

む
ろ

ん、
こ

れ
は

自
戒
の

　

　
言
で

も

あ

る
が。

（
2）
　
今、

慎
重
を

期
し

て

尊
敬
の

助

動

詞
「
る

／

ら

る
」

は

使
わ

な
い

と

し

て

お

く
が、
こ

れ

は

あ

く

　

　
ま
で
一
般
論
で

あ

り、

か

つ

語
法

上
の

検
討

の

余
地
を

多
分

に

残
し

て

い

る
。

た

と

え

ば、

小

川

環

　

　
樹
・
都
留
春
雄
・
入

谷

仙

介
［
選

訳
］

『

王

維
詩
集
』

（
岩
波

文
庫、

昭

和

四

十

七

年
）

一
四

七

頁

は、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
あ
　
　
　よ
ぎ

　

　
詩
題
「

鄭

果
州

相
過」
を

「

鄭

果

州

相
い

過

ら

る
」

と

訓
じ、．
「〈
相
過〉
は亠
34

ち

寄
っ

て

く

だ

さ
っ

　

　
た
の

意」
と

解

説
す

る。

詩
題

の

訓

読
「

過

ら

る
」

の

「
る」
は

明
ら

か

に

尊
敬
の

助
動

詞
で

あ

ろ

　

　
う
。

個

別

に

見
れ

ば、

こ

の

よ

う

に

尊
敬
の

助
動
詞
「

る」
を

用
い

た

訓

読

も

あ

る

わ

け

だ。
た

泥

　

　
し、
こ

れ

が
一
般
的
な

訓
読
で

あ

る

か

は

疑
問
で

あ

り、

単

に

「

相
ひ

過

る」
と

訓

ず

る

の

が

通

例

　

　
か

と

思

う
。

ま

た、

当

該
書
が

「

過
ら
る
」

と

訓
読
し

た

の

は、
一
本

に

「
相
過」
を

「

見
過」
に

　

　
作
る

か

ら

か

と

推
測
す
る

が、

語
法
上、

動
詞

に

冠
せ

ら

れ

た

「

見
」

が

受
身
か

尊

敬
か

は

検
討

に

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　
よ

ぎ

　

　
値
し

よ

う。

同
書
五

四

頁
は

詩
題
「

酬
諸
公
見
過
」

を

「

諸

公

の

過
ら

る

る

に

酬
ゆ」
と

訓
読
し、

　

　
「

見
」

を

尊

敬
の

意
に

解
し

て、

尊
敬
の

助

動

詞
「

る
」

を

充
て

て

い

る

よ

う

だ

が、
こ

の

種

の

　

　
「

見
」

に

そ

の

ま

ま

尊

敬
の

意
味
を

認

め

る

か、

そ

れ

と

も、

あ

く

ま

で

受
身
と

解
し、

た

ま

た

ま

　

　
害
悪
を

受
け
る

意
で

は

な

く、

恩
恵
を

受
け

る

意

の

た

め

に、

結
果
と

レ

て

尊
敬
と

も

解
せ

る

と

考

　

　
え
る

の

か、

未
だ

定
見

を

得
な

い。
い

ず
れ

を

採

る

か

に

よ

っ
て、

受
身
の

「

る
」

を

充
て

る

か

尊

漢
文

訓
読
に

お

け
る

送
り

仮
名

古
田

島
洋
介

敬
の

つ。

「
る」
を

以

て

訓
ず
る

か、

結

果
が

異

な

る

こ

と

に

な

ろ

う。

暫
時
こ

二

に

記

し

て

後
考

を

俟

＊

本
稿
は、

明
星

大
学
「

特
別
研

究

期
間
制
度」
に

基

づ

き、

平
成
十
六

年
二

月、
二

十
六

日

〜
七

月

十
四

　
日、

北

京

日

本
学
研
究
セ

ン

タ

ー

〔
北

京
日

本
学
研
究

中
心）
に

出
張
し

た

さ
い

の

研
究
成
果
の
一
部

　
で

あ

る。
　，

39

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


