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返
り

点
を

正

し

く
打
つ

た

め
に

現
行
返
り

点
法
の

要

領

ー
　
　
　
　

　

　
　
ネ

古
田

島
洋
介

　
ま

つ

た

く

迂

闊
な

話
で

あ

る
。

す

で

に

拙
稿
「

返

り

点
を
つ

か

む
」

（
平

成
十
四

（
1）年

）

に

お

い

て

返

り

点
の

本
質
的
な

諸
問
題
を

論
じ

、

ま

た

本

誌
第
十
一

号
（

平
成

十

五

年
）

所
載
の

拙
稿
「

訓
読
文
を

読
む

順
序
」

に

お
い

て

訓

読
文

を

読
む

さ

い

の

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

を

は

諸
規

則
を

示
し

た
。

正

直
な
と
こ

ろ
、

こ

れ

で

現
行
の

返

り

点
に

関
し

て

は

能
事
畢

れ

り

と

思
つ

て

ゐ

た

の

で

あ

る。

　
と

こ

ろ

が、

で

あ

る
。

「

読
む

順
序
が

わ

か

つ

て

ゐ

れ

ば、

返

り

点

を

付
け

る

こ

と

な

ど

造
作
も

な

い
。

そ

の

あ

た

り

の

参
考
書
を

見

れ

ば

書
い

て

あ

る

こ

と

ば

か

り

で、

そ

れ

に

従
ぴ

さ

へ

す
れ

ば、

た

だ

機
械
的

に

処
理

で

き

る

こ

と

だ
」

と

高
を

括

つ

て

ゐ

た

の

だ

が、

実
は

然
ら

ず。

こ

の

二
、

三

年、

返

り

点
の

打
ち

方
に

つ

い

て

何
か

と

理

解
の

行
き

届

か

ぬ

場
面
に

出
く

は

す
こ

と

が

増
え

て

き

た
。

我
が

本
務
校

の

み

な

ら

ず、

非
常
勤
先
の

大

学
で

も、

返
り

点
の

誤

り

が

目

立

つ

や

う

に

な

つ

て

ゐ

る
。

ま

た
、

昨
年
（

平
成
十
七

年
）

七

月
下

旬、

某
大

学
通

信
教
育
部
の

夏
期
ス

ク

ー

リ

ン

グ

に

出
講
し

た

と

き

も
、

返

り

点
の

打
ち

方

に

対

す

る

理

解
不

足

が

目

に

つ

い

た
。

ち

よ

つ

と

要
領
を

説
明
す
る

と、
「

さ

う

い

ふ

こ

と

だ

つ

た

の

か
」

と

感

返

り

点

を

正

し

く

打
つ

た

め
に

古
田

島

洋
介

＊

　
召

語
文
化

学
科
　
教
授

　
目

中
比

較
文

学

心

さ

れ

る

の

で、

か

へ

つ

て

申
し

訳
な

い

気

が

し

た

く

ら

ゐ

で

あ

る
。

　
そ

こ

で、

本
稿
に

現

行
返

り

点
法
の

要
領
を

ま

と

め

て

示

し、

関

係
各
位
の

参
考

に

供
す
る

こ

と

と

す
る

。

上
掲
の

「

返

り

点
を

つ

か

む
」

が

本
質
論、
「

訓
読
文
を

読

む
順

序
」

が

訓
点
付
き

漢

文

を

読
む
消
極
的
実
用
論
だ

と

す

れ

ば、

本

稿
は

自
ら

返

り

点
を

打
ち

に

ゆ

く

積
極
的

実
用
論
と

い

ふ

わ

け

だ
。

　
な

ほ、

念
の

た

め

に

断
つ

て

お

け

ば、

以

下
の

内
容
は

す
べ

て

現
行
の

返

り

点
に

関

す
る

論
議
で
、

往
時
の

返

り

点
と
は

話
が

別
で

あ

る
。

管
見

に

入

る

か

ぎ

り
、

昭

和

四

十

年
代
あ

た

り

ま

で

は

返

り

点
に

も

揺
れ

が

あ

り、

人

に

よ

り

け

り

と

い

ふ

部

分

が

あ
つ

た
。

し

か

し、

現

行
の

返
り

点
法
に

従
へ

ば、

ほ

ぼ

例
外

な

く、

だ

れ

が

打
つ

て

も

同
じ

返

り

点
に

な

る
。

む

ろ

ん、
「

ほ

ぼ

例
外
な

く
」

と

言
ふ

以
L、

多

少

の

例
外
は

あ

り

得

る

わ

け

だ

が
。

大
原

則

　
ま
つ

確
認
し

て

お

く
べ

き

は、
「

無
点
順
行
の

大
原
則
」

だ
。

「

無
点
順

行
」

と

は

「

点
無
く

ん

ば

順

行
せ

よ
」 、

す

な

は

ち、

返

り

点
が

な

い

か

ぎ

り、

た

だ

文

字
の

順

序
に

従
つ

て

上

か

ら

下
へ

進

め、

と
の

意
味
で

あ

る
。

孔
子

聖
人

　

御
覧
の

と

ほ

り、

返

り

点
が
一

つ

も

な

い
。

と

な

れ

ば、

ひ

た

す

ら

上

か

ら

下
へ

「

孔
↓
子
↓
聖
↓
人
」

と

読
み

進

め

る

わ

け

だ。

漢
文

が

縦
書
き

の

文
章
で

あ

る

以

上、

こ

れ

は

縦
書
き

の

生

理

に

従
つ

た

ま

で

の

話
で、

馬
鹿

馬
鹿
し

い

と

思

ふ

向

き

も

あ

る

だ

ら

う
。

　

し

か

し、

返

り

点
を

打
つ

身
に

と
つ

て
、

こ

れ

は

大

前
提
と

も

称
す
べ

き

最
も

重1
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明
星
大
学
研
究
紀、
要

【
H
本
文

化
学

部

二
目

語

文

化
学
科
】

第
十

四

号

　
二

〇
〇

六

年

2

要
な

大
原
則
だ
。

な

ぜ

な

ら、

こ

の

大
原
則
は、

裏
を

返

せ

ば
、

「

上

か

ら

下
へ

と

読
み

進

め

て

ゐ

る

あ

ひ

だ

は、

一

切

返

り

点
を

打
つ

て

は
い

け

な
い

」

と

の

趣
旨
に

な

る

か

ら

で

あ

る
。

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
ハ
　

イ

　

フ

　

ン

　

実
際、

な

ま

じ

ぴ

に

返

り

点

の

補
助
符
号
た

る

連
読

符
号

（

後
述
）

を

覚
え

る

と、

や

た

ら

熟
語
に

連
読
符
号
を

打

ち
た

が

る

学
生

が

出
て

く

る
。

さ

す
が

に

「

孔
子
」

は

固
有
名
詞
な

の

で

抑
制
が

働
く

と

し

て

も、
「

聖

人
一

は

普
通

名
詞
ゆ

ゑ

に

何
か

し

ら

手
を

ほ

ど
こ

し

た

く

な

り、

次
の

や

う
に

連

読
符
号
を

打
つ

者
が

必

ず

存
在
す

る

の

だ
。

ア
　

　
　
　
　
　
　
　

プ

　

　
　
フ

　

　

　

　

　

プ

以
二
五

十

歩一

笑
二

百

歩．

　
ど

う
と

い

ふ

こ

と

も

な
い

返

り

点

の

は

ず
だ

が
、

を

打
つ

学
生

が

ゐ

る。

＊

以
レ

五
−

十
！

歩

笑
レ

百
−

歩

＊

以

五
−

十
−

歩一

笑
二

百
−

歩一

実
際
に

は

次
の

や

う
な

返

り

点
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Q
は

非
文

o

本
稿
で

は

返

り

点
法
の

誤
り

童
不

す
o

以

下

ホ

孔
子 ，、
聖
E

入 ．

　 り

同

じ
）

　

江

戸
時
代
の

話
で

あ

れ

ば

い

ざ

知
ら

ず、

現

行
の

返
り

点
法
で

は
、

こ

の

種
の

連

読
符
号
は

不

要、

付
け

れ

ば

誤
り

と

さ

れ

る
。

要
す

る

に、

「

上

か

ら

ド
へ

と

読
み

進
め

て

ゐ

る

と

き

は、

何
も

手
を

触
れ

る

な
」

と
い

ふ

こ

と

だ
。

二

　
原
則

　

で

は、

い

ざ

返

り

点
を

打
つ

場
面

を

迎
へ

た

ら、

ど

の

や

う
な

心

構
へ

で

臨
め

ば

よ

い

の

だ

ら

う
か
。

こ

れ

に

は

「

逐

字
逆

行
の

原
則
」 、

す

な

は

ち
「

字
を

逐

つ

て

逆

行
せ

よ
」

と

の

原
則
が

あ

る
。

一

つ

ぴ

と
つ

の

字
を

逐

ひ

つ

つ
、

下
か

ら

上

へ

と

返

り

読

み

す

る

わ

け

だ
。

こ

れ

ま

た

馬
鹿
げ

た

や

う

な

原
則
だ

が
、

肝
腎
な

の

は、

モ　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　
　　　　　
　
　モ

語
を

逐
つ

て

返

読
す
る

の

で

は

な

く、

字
を

逐
つ

て

返

読
す
る

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る
。

た

と

へ

ば

次
の

「

五

十

歩
を

以

て

百

歩
を

笑
ふ
」

と

訓
読
す

る
一

文

だ
。

ま

つ

は

正

し

い

返

り

点
を

示

し

て

お

く。

　

い

つ

れ

も

「

五

十
歩
」

「

自

歩
」

に

不

要
な

連
読
符
ロ

ヴ

を

付
け
て

ゐ

る

点
で

誤
り

だ
。

特
に

右
側
の

誤
用

例
は、

レ

点
の

規
定
（

後
述）

に

違
反
し

て

ゐ

る

点
で

も

重

罪
だ

ら

う。

　

し

か

し、

注
意
し

て

お

く
べ

き

は、

こ

の

や

う
な

誤
り

が
、

語
を

逐
つ

て

返

り

点

を

付
け
る

と

い

ふ

誤
つ

た

認
識
か

ら

生

じ

て

ゐ

る

か

と

疑
は

れ

る

こ

と

だ
。

つ

ま

り、

訓

読
「

五

十
歩
を

以

て

百

歩

を

笑
ふ
」

を

耳
に

し

た

と

た

ん、
「
五

十
歩．．一

と

い

ふ

語

か

ら

「

以
」

の

語
へ

、
「

百

歩
」

と

い

ふ

語
か

ら

「

笑
」

の

語
へ

返
す
の

だ

と

誤

解
し

て

し

ま

ふ

ら

し

い

の

で

あ

る。

そ
の

証
拠
に、

次
の

や

う
に

返
り

点
を

打
つ

て、

正

し

い

か

否
か

を

問
ふ

と、

意
外

に

も

答
に

窮
す
る

学
生

が

少
な
く

な
い

。

＊

以
一
五

十
歩一
笑
四

百

歩
三

　

ま

つ

は
一

二

点
で

「

五

十

歩
」

か

ら

「

以
」

に

返
し

、

さ

ら

に
＝ ．
四

点
で

「

百

歩
」

か

ら

「

笑
」

に

も

ど

る、

何
が

い

け

な

い

の

か、

と

問
ふ

わ

け

だ

が、

た
い

て

い

は

「

…

二

点
の

下

に
＝ 、
四

点

が

あ

つ

て、
〈

二

↑
一

／

四

↑一、
す

と

な

る
の

は

奇

妙
だ。

ふ

つ

う
は

〈

四

↑．一．
↑
二

↑
一
〉

の

や

う

に、

下

か

ら

上
へ

と
一

二

点
が

逆
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行
し

て

ゆ

く

は

ず
だ
L

と

答
へ

る
の

が

関
の

山
で

あ

る
。

た

し

か

に、

そ

れ

で

も

正

解
だ

。

こ

れ

こ

そ

「

加
点
逆

行
の

規

定
」

（

後
述
）

な

の

で

あ

る
。

し

か

し
、

強
引

に

「

形
式

上

は

奇
妙
だ

ら

う
と

、

こ

れ

で

も

〈

五

十
歩
を

以
て

百
歩
を

笑
ふ
〉

と

読

め

る

で

は

な

い

か
」

と

決
め

つ

け

る

と
、

ま

つ

反

論
が

返
つ

て

こ

な

い
。

そ

れ

で

も

読
め

る

と

誤
解
し

て

し

ま

ふ

の

で

あ

る
。

　

だ

が、

す
で

に

お

気
づ

き

の

と

ほ

り、

三

四

点

ま

で

用
ゐ

た

右
の

返

り

点
は

明
ら

か

に

誤
り

だ
。

な

ぜ

な

ら、

一

二

点
は、
「

一

点
の

付
い

た

字
を

読
ん

だ

ら、

次
に

二

点
の

付
い

た

字
を

読
め。

も

し

三

点
が

あ

れ

ば、

二

点
の

付
い

た

字
の

次
は

三

点

の

付
い

た

字
に

進
み、

さ

ら
に

四

点

が

あ

れ

ば、

三

点

の

付
い

た

字
の

次
は

四

点
の

付
い

た

字
に

進
め
」

と

い

ふ

意
味
の

符
号
だ

か

ら

だ
。

つ

ま
り、

右
の

一

文
は、

一

二

三

四

点
に

従
つ

て

読
み

進
め

る
か

ぎ

り、
「

五

十
歩
を

以
て

歩
を

笑
ふ
」

と

な
つ

て

し

ま
ぴ
、

「

百
」

字
が

読
め

な

く

な
つ

て

し

ま

ふ

の

で

あ

る
。

　

な

ぜ

学
生

は

右
の

や

う

な
誤
り

に

気
づ

か

な
い

の

か
。

そ

れ

は、

お

そ

ら

く

「

五

十
歩
」

と

い

ふ

語
か

ら

「

以
」

の

語
へ

、
「

百
歩
」

と

い

ふ

語
か

ら

「

笑
」

の

語
へ

返

す
の

だ

と

誤
解
し

て

ゐ

る

た

め、

結
果
と

し

て
、

「

五

十
歩
」

「

百

歩
」

を

そ

れ

ぞ

れ

返

り

点
で

挟
み

付
け

れ

ば

よ

い

と

考
へ

て

ゐ

る

か

ら

な

の

だ

ら

う。

な

る

ほ

ど、

と

に

か

く

「

五

十
歩
」

と

「

百
歩
」

を

返

り

点
で

挟
み

付
け

さ

へ

す
れ

ば、
「

以
／

五

十
歩
／
笑
／

百

歩
」

の

ご

と

く

単
語

が

分

か

れ
、

〈

前
置

詞

「

以
」

＋

名
詞
「

五

十
歩
」

＋

動
詞
「

笑
」

＋

目

的
語
「

百

歩
」

〉

と

い

ふ

構
文
分

析
そ

の

も

の

は

明
確

と

な
る
。

し
か

し、

構
文
分
析
の

呈

示

は

返

り

点
の

効
用
と

称
す
べ

き

副
産
物
で

あ

り、

返
り

点
そ

れ

臼
体
の

目

的
は、

あ

く

ま

で

訓
読
の

順
序
を

指
示

す

る
こ

と

に

あ

る
。

要

す

る

に
、

返
り

点

を

付
け

る

と

き

は、
「

五

十
歩
」

と

い

ふ

語
か

ら

「

以
」

の

語
へ

、
「

百

歩
」

と

い

ふ

語
か

ら

「

笑
」

の

語
へ

返
す
と

考
へ

る

の

で

は

な

く、

　

　
　

　

　

　

　

　
セ
　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
し
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　
　

　　
　

　へ

「

五

十
歩
」

の

「

歩．
」

字
か

ら

「

以
」

字
へ

、

さ

ら

に

「

百

歩
」

の

「

歩
」

字
か

ら

「

笑
」

字
へ

返
す
と

い

ふ

意
識
を

働
か

せ

な

け

れ

ば

い

け

な
い

の

だ
。

こ

れ

こ

そ

が

返

り

点
を
正

し

く

打
つ

た

め

に

占

田

島
洋

介

「

逐

字
逆

行
の

原
則
」

で

あ

る
。

こ

の

原
則
さ

へ

徹
底
す
れ

ば
、

か

な

り

の

誤
り

が

防
げ

る

だ

ら

う。

返

り

点
は、

語

単
位
で

は

な

く、

字
単
位
で

付
け

て

ゆ
く
の

が

骨

法
な

の

で

あ

る
。

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　ヘ
　

イ
　

フ

　

ン

　
こ

こ

で

説
明
を

加
へ

て

お

け

ば、

例
の

連
読
符
号
に

つ

い

て

も、

字

単
位
の

考
へ

方
が

重
要
で

あ
る

。

た

と
へ

ば

「

天

下

を

三

分
す
」

の

場
合

1

三
コ

分

天

下一

　
「

下
」

か

ら

「

三
」

に

返
る

の

で

あ

る

か

ら、
「

下
」

に
一

点、
「

三
」

に

二

点
を

付
け

る。

当
然
す

ぎ
る

ほ

ど

当
然
の

話
だ

が
、

実
の

と
こ

ろ、
「

三

分
」

と

い

ふ

語

を

意
識
す
る

あ

ま

り、

次
の

や

う
な

誤
つ

た

返

り

点
を

ほ

ど
こ

す
学
生

が

少

な

く

な

い
。

＊

三
−

分
二

天

下一

　
こ

れ

で

は、

＝
一
点
が

「

下
」

か

ら

「

分
」

へ

返

れ

と

指
示
し

て

ゐ

る

こ

と

に

な

つ

て

し

ま

ふ
。

と

に

か

く、
「

下
」

か

ら

「

三
」

に

返

る

以

上、
「

下
」

の

一

点、

「

三
」

の

二

点
は

動
か

し

や

う

が

な
い

。

「

天

下
」

か

ら

「

三

分
」

に

返
る

も
の

と、

語
単
位
で

考
へ

て

は

い

け
な

い

の

で

あ

る
。

あ

く

ま

で

も

字
単
位
で

考
へ

、
コ

下
L

か

ら

「

三
」

に

返
る

の

だ

と、

字
の

順
序
を

逐

つ

て

返
り

点
を

付
け

る

わ

け

だ
。

　

た

だ

し
、

一

二

点
を

掛
け

た

だ

け

で

は、

「

三

分
」

が

切

断
さ

れ

て、
「

分

天

下

を

三
」

と

読
む

こ

と

に

な
つ

て

し

ま

ふ
。

そ

こ

で
、

「

三

分
」

二

字
の

切

断

を

防
ぐ
べ

く、

そ

の

あ

ひ

だ

に

連

読
符
号
を

付
け
る
。

こ

れ

で

め
で

た

く

「

天

下

を

三

分
す
」

と

読
め

る

こ

と

と

な

ら

う
。

上

か

ら

下
へ

と

読
む

「

三

分
」

に

連
読
符
号
を

付
け

る

の

で

あ

る

か

ら、

一

見
「

無
点
順
行
の

大

原
則
」

を

踏
み

に

じ

る

か

の

や

う

だ

が、
3
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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
四

号

　
二

QO

六

年

連

読
符
号
は

返

り

点

の

補
助
符
号

で

あ

り、

返

り

点
そ

の

も

の

で

は

な

い
。

単
に

コ

三

分
」

が

二

点
に

よ

つ

て

切

断
さ

れ

る

の

を

防
い

で

ゐ

る

わ

け

だ
。

　
つ

い

で

に
、

連
読
符
号
に

つ

い

て

二

つ

の

注

意
を

記
し

て

お

か

う
。

　
一

つ

め

は、

連
読
符
号

を

絶
対
に

省
略
し

て

は

い

け

な

い

と

い

ふ

こ

と

だ
。

今

な

ほ

漢
文

関
係
の

参
考
書
や

問
題

集
に

は、

連

読
符
号
は

「

な

く

て

も

誤
り

で

は

な

い
」

だ

の

「

省
略
さ

れ

る

こ

と

が

多
い
」

だ

の

と

記
し

て

ゐ

る

も

の

が

少
な

く

な
い

。

い

さ

さ

か

無
神
経
で

は

あ

る

ま
い

か
。

右
の

一

文

を

連
読
符
号
な

し

に

「

「
二

分
大

下一
」

と

示

し、
「

分

天

下

を

三
」

と

読
ん

で

し

ま

ふ

や

う

な

学
生

を

嘲
笑
ふ

と

は、

悪
趣
味
以

外
の

何
物
で

も

な

か

ら

う。

往
時

で

あ

れ

ば

い

ざ

知

ら

ず
、

漢
文
に

習
熟

す
べ

き

十
分

な

余
裕
の

な
い

現
今、

返
り

点
の

補
助
符
号

た

る

連
読
符
号
は

絶
対
に

省
略
し

て

は

な

ら

な
い

の

で

あ

る
。

訓
読
の

順
序
を

正

確
に

指
示

す
る

の

が

返
り

点

の

役
割
だ

。

学
生

も

そ

の

や

う
に

心

得
て

返

り

点
を

付
け、

ま

た

返

り

点

を

逐
ふ

は

ず
で

あ

る
。

実

際、

さ

う
心

得
る

や

う
指
導
し

て

お

き

な

が

ら、

時
に

連
読
符
号
を

省
略
し

て

肩
透
か

し

を

食
は

せ

る

と

は、

野
球
の

隠
し

球
に

優
る

と

も

劣

ら

ぬ

卑
怯

な

行
為
で

あ

ら

う
。

他
人

が

連
読
符
号
を

省
い

て

記
し

た

訓
読
文
を

読
む
の

で

あ

れ

ば
い

ざ

知
ら

ず
、

自
ら

返

り

点
を

付
け

る

と

き

は、

絶
対
に

連
読
符
号

を

省
略
し

て

は

な

ら
な
い

。

　
二

つ

め

は、

指
導
に

さ

い

し

て、
「

熟
語

に

連
読
符
号
を

付
け

る
」

と

繰
り

返

さ

な
い

こ

と

だ
。

た

し

か

に、

最
終
的
に

は

熟
語

も

し
く

は

熟
語

扱
ひ

す

る

語

の

字
間

に

連
読
符
号
を

付
け

る

の

だ

が、

こ

れ

を

強
調

し

す
ぎ

る

と
、

必
ず
左
の

や

う
に

誤

つ

て

連

読
符
号
を

付

け

る

学
生

が

少

な

か

ら

ず

出
現
す
る

。

＊

三
司

分
天
−

下一

「

天

ド
」

も

熟
語
な

の

だ

か

ら

連

読
符
号
を

付
け

な

け

れ

ば
い

け

な

い
、

と

誤
解

4

し

て

し

ま
ふ

の

で

あ

る
。

た

し

か

に、

江

戸
時
代
で

あ

れ

ば、

こ

の

や

う
な

符
号
も

珍
し

く

な
い
。

し
か

し、

現

行
の

返

り

点
法
で

は、

先
に

掲
げ

た

「

無
点
順
行

の

大

原
則
」

に

よ

つ

て
、

「

天

下
」

は

そ

の

ま

ま

「
天

↓
下
」

と

読
む

こ

と

に

決
ま

つ

て

を

り、

敢
へ

て

「

天
−

下
」

と

す
る

必

要
は

ま

つ

た

く

な

い
。

奥
平
卓
『

漢
文
の

読

み

か

た
』

（

岩
波

ジ

ュ

ニ

ア

新
書

、

岩
波
書
店、

昭

和
六

卜一、 
年
）

一
一

頁

は、

連

読
符
号

を

「

熟
語
記
号
」

と

呼

ぶ

が
、

こ

れ

は

誤
解
を

招
き

か

ね

な
い

呼
称
で

あ

ら

う
。

ど

う
し

て

も

熟
語
と
い

ふ

語
を

名
称
に

用
ゐ

た

け

れ

ば、
「

熟
語
切

断
防
止

符

号
」

と

称
す
べ

き

だ
。

か

う
し

た

長
々

し

い

呼

び

方
を

嫌
つ

て、

こ

こ

ま
で

記
し
て

ゐ

る

と

ほ

り、

私
自
身
は

「

連
読
符
号
」

と

称
す
る

習
慣
だ

が、

熟
語
に

対

し

て

や

た

ら

に

連
読
符
号
を

付
け
る

弊
を

防
ぐ

や

う、

説
明
の

仕
方
に

は

注
意
せ

ね

ば

な

る

ま
い

。

　

な

ほ、

返

り

点
に

よ

つ

て

切

断
さ

れ

て

し

ま
ふ

語
に

連

読
符
号
を

付
け
る

以

上
、

通
常、

連
読
符
号
は

返

り

点
と

同

居
す

る

こ

と
に

な

る
。

右
の

例
で

も、

連
読

符
号

が

二

点
と

同

じ

位
置

に

付
い

て

ゐ

る

の

は、

一

日

瞭
然
だ

ら

う
。

た

だ

し、

一

切

の

　

　

　

　

　

　
　

　

　
キロ

例
外
な

し

か

と

言
へ

ば、

然
に

非
ず

。

か

な

り

特
殊
な

例
で

は

あ

る

が
、

次
の

や

う

な

場
面

も

生
ず

る
。

訓
読
は

「

之

を

奴
僕
視
す
」

。

奴
」

僕
−

視
之一

　

例
に

よ

つ

て

字
を

逐

ひ、
「

之
」

か

ら

「

奴
」

へ

は
一

二

点

で

返

る
。

け

れ

ど

も、

そ

の

ま

ま

で

は

「

僕
祝
之
を

奴
」

と

な
つ

て

し

ま

ふ

の

で
、

「

奴
」

と

「

僕
」

の

あ

ひ

だ

に

連
読
符
号
を

付
け、

そ

れ

で

も

「

視
之

を

奴
僕
」

と

な

つ

て

し

ま
ふ

た

め、

さ

ら

に

「

僕
」

と

「

視
」

の

あ

ひ

だ

に

も

連
読
符
号

を

入

れ

る
。

こ

れ

で

「

奴

僕

視
」

三

字
の

切

断
が

防
げ

る

わ

け

だ
。

け

れ

ど

も、

結
果
と

し

て
、

「

奴
−

僕
」

間
の

連
読

符
号

は

二

点
と

同

居

し

て

ゐ

る

も
の

の、
「

僕
−

視
」

問
の

連
読
符
号
の

左

に

は
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返

り

点
が

な

い
。

稀
な

が

ら

も、

か

う

し

た

例
が

存
在
す
る
の

で

あ

る
。

　

以
上

が

「

逐

字
逆
行

の

原
則
」

だ
。

連
読
符
号
が

登

場
す

る

場
合

で

も

「

逐
字
逆

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
へ

行
の

原
則
」

が

貫
か

れ

て

ゐ

る

こ

と

は、

特
に

重
要

か

と

思

ふ
。

と

に

か

く、

語
単

位
で

は

な

く、

字
単
位
で

付
け

る

の

が

現
行
の

返
り

点

の

骨

子

な
の

で

あ

る
。

　

も
つ

と

も、

語
単
位
の

場
面
が

皆
無
か

と

言
へ

ば、

実
は

例
外
的
に

語
単
位
で

考

へ

ざ

る

を

得
な
い

場
面
も
一

定
の

条
件
下
で

出
現
す

る
。

こ

れ

に

つ

い

て

は

後
述

す

る

こ

と

と

し

よ

う
。

三

　
各
種
の

規
定

　

さ

て
、

「

無
点
順
行
の

大
原

則
」

と

「

逐

字
逆

行

の

原
則
」

を

確
認
し

た

と

こ

ろ

で、

い

よ

い

よ

返
り

点
の

具
体
的
な

用
法
上

の

規
定
で

あ

る
。

こ

れ

に

つ

い

て

は、

レ

点
と

そ

の

他
の

点

と

を

分
け
て

考
へ

る

の

が

便
利
だ

ら

う
。

と

い

ふ

の

も、

独
り

レ

点
の

み

は、

他
の

点
と

符
号
の

性
質
が

異
な

る

か

ら

だ
。

レ

点
は

「

A
レ

B
」

の

や

う
に

一

つ

用

ゐ

た

だ

け

で、
「

B
か

ら

A
に

返

れ
」

と

の

指
示

が

下

せ

る
。

す

な

は

ち、
　一

つ

の

レ

点

に

よ

つ

て
、

起

点
B
と

終
点
A
が

同
時
に

示
せ

る

わ

け

だ。

け

れ

ど

も、

そ

の

他
の
一

二

点

な

ど

は

「

A
．
BC

己

の

ご

と

く

用
ゐ

て
、

「

C
か

ら

A
に

返

れ
」

と

の

指
示
を

下
す

。

つ

ま

り、

起
点

C
と

終
点
A
に

そ

れ

ぞ

れ

符
号
を

用

ゐ

る

た

め、

常
に

複
数
個
の

符
号
が

必

要
な

わ

け

だ
。

し
た

が

つ

て
、

レ

点
と

そ

の

他
の

点
は

分
け

て

理

解
し

て

お

く

は

う
が

便
利
な

の

で

あ

る
。

　

　
　

　
ア

　
レ

点
の

規

定

　

現
行
の

返
り

点

法
で

最
も

厳
格
な

性
質
を

持
つ

の

が

レ

点
の

規
定

で

あ

る
。

意
識

の

う
へ

で

は、

ほ

と

ん

ど

唯
一

の

厳
格
な

規
定

と

ま

で

考
へ

て

お

い

て

よ

い

だ

ら

う
。

一

見
、

レ

点
は

印
象
が

軽
く、

最
も

容
易
な

返

り

点
に

見
え

る
。

し

か

し、

学
生

た

返

り

点
を

正

し

く

打
つ

た

め

に

古

田

島
洋
介

ち
の

付
け
る

誤
つ

た

返

り

点
の

大
半
が、

こ

の

レ

点
に

関
す

る

規
定
違
反

か

ら

生

じ

て

ゐ

る

の

だ
。

規
定
そ

れ

自

体
は

簡
素
の

極
み

、

次
の

や

う
な

も
の

で

あ

る
。

連
続
し

た
二

字
の

順
序
を

転
倒
さ

せ

る

場
合
は、

レ

点
を

用
ゐ

る
。

　

巷
間
の

参
考
書
は
一

般
に

「

下
の

一

字
か

ら

す

ぐ

上

の

一

字
に

返

つ

て

読
む
」

と

説
明

し

て

ゐ

る
。

　一

応
は、

そ

れ

で

も

よ

い
。

た

だ

し、

私
の

見

る

と

こ

ろ、
「

す

ぐ

上

の

一

字
」

を

曖
昧
に

受
け

取

る

学
生

も

を

り、
「、
A
二

BC

匚

と

す
べ

き

を、

勝
手

に

「

C
か

ら

B
の
一

字
を

飛

び

越
え

て

A
に

返

る

く

ら

ゐ

な

ら
、

や

は

り

A
も

〈

す

ぐ

上

の
一

字
〉

に

入

る

だ

ら

う
」

と

決
め

つ

け、
「

＊

A
レ

B
−

C
」

の

や

う

に

レ

点
を

打
つ

た

り

す

る
。

か

う
し

た

誤
解
（
ほ

と

ん

ど

曲
解
に

似

る

が
）

を

防
ぐ

や

う、

右
の

ご

と

く

条
件
に

つ

い

て
一

層
の

明
確
化
を

図

り
、

「

連

続
し

た
二

字
」

と

規
定

し

て

お

く

は

う
が

適

切
か

と

思
ふ

の

だ

が、

果
た

し

て

如
何
な

も

の

だ

ら

う
か

。

　

た

だ

し、

右
の

規
定
を

見
て

も、

何
が

厳
格
な

の

か、

す

ぐ

に

は

理

解
し

か

ね

る

だ

ら

う。

実
は
、

こ

の

規

定
に

は、

レ

点

の

用
法

を

さ

ら

に

厳
密
に

規

定
す
べ

く
、

二

つ

の

付
帯
事
項
が

存
在
す
る
。

 
連

続
し

た

二

字
の

順
序
を

転
倒
さ

せ

る

場
合
以

外
に
、

レ

点
を

用
ゐ

て

は

な

　

ら

な

い
。

 
連

続
し

た

二

字
の

順
序
を

転
倒
さ

せ

る

場
合

は、

レ

点
以
外
の

返
り

点
を

用

　

ゐ

て

は

な

ら

な
い

。

　

先
の

規
定
と
こ

の

二

つ

の

付
帯
事
項
が

相
俟
つ

て、

レ

点
の

用
法

に

強
い

制
約
が

課
さ

れ

る
。

要

す
る

に、

レ

点

は

連
続
し

た
二

字
の

順
序
を

転
倒
さ

せ

る

場
合
に

の

み

打
つ

こ

と

と

な

り、

そ

れ

以

外
の

場
面

で

登

場
す
る

こ

と

は

な

く、

ま

た、

他
の5
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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
四

号

　、一
〇

〇

六

年

返
り

点
に

レ

点
の

機
能
を

代
替
さ

せ

る

こ

と

は

で

き

な
い
、

と
い

ふ

わ

け

だ
。

レ

点
の

規
定
を

確
認

す
べ

く、

具

体
例
を

三
つ

観
察
し

て

み

よ

う
。

　
　

　

　

　

　
　

　

　

う

れ

　
ま
つ

は

「

備
へ

有
れ

ば

患
へ

無
し

」

だ
。

有
レ

備
無
レ

患

以
下、

　
「

備
へ

有
れ

ば
」

は

連
続
し

た

「

有
備
」

の

二

字
を、
「

患
へ

無
し

」

も

連
続
し

た

「

無
患
」

の

二

字
を

転
倒
さ

せ

て

ゐ

る
。

し

た

が

つ

て
、

そ

れ

ぞ

れ

レ

点
を

付
け
て

返
さ

ね

ば

な

ら

な

い
。

　
次
は

「

民

は

之

に

由
ら

し

む
べ

し
、

之
を

知
ら

し

む
べ

か

ら

ず
」

に

返

り

点
を

付

け
て

み

よ

う
。

民

可
レ

使
レ

由
レ

之、

不
レ

可
レ

使
レ

知
レ

之

　

い

き

な

り

「

可
使
由
之
」

の

四

字
を

順
繰
り

に

返
さ

う

と

す
る

と、

間

違
へ

る

危

険
性
が

生

じ

る
。

「

之

に

由
ら

」

は

連

続
し

た

「

由
之
」

二

字
の

転
倒、

ま

た

「

由

ら

し

む
」

は

連
続
し

た

「

使
由
」

二

字
の

転
倒、

さ

ら

に

は

「

し

む
べ

し
」

も

連
続

し

た

「

可

使
」

二

字
の

転
倒
と

考
へ

、

そ

れ

ぞ

れ

を

レ

点
で

返

し

て

ゆ

け

ば、

決
し

て

誤
り

は

生

じ

ま
い

。

後
半
の

「

之

を

知

ら

し

む
べ

か

ら

ず
」

も、

連
続
し

た

二

字

を

地

道

に

転
倒
さ

せ

て

ゆ

け
ば

、

自

つ

か

ら

四
つ

の

レ

点

を

付
け
る

こ

と

に

な

る
。

　

　

　

　

　
　

　

　

　
　レ

　

も

う
一

つ
、

「

己

れ

に

如
か

ざ

る

者
を

友
と

す

る

こ

と

無
か

れ
」

は、

ど

う
な

る

だ

ら

う

か
。

無
レ

友
二

不
レ

如
レ

己

者一

6

　
「

己

れ

に

如
か

ざ

る
」

は、

右

と

同

様
の

要
領
だ

。

連

続
し

た

二

字
「

如
己
」

を、

次
い

で

連
続
し

た
二

字
「

不
如
」

を

転
倒
さ

せ

る

の

だ

か

ら、

レ

点
以

外
の

点
を

付

け

る

余
地

は

な
い

。

「

者
」

か

ら

「

友
」

へ

の

返

読
は

、

連

続

し

た

二

字
で

は

な

い

の

で、

レ

点
は

不

可
。

一

二

点

で

返
す
こ

と

に

な

る
。

問
題
は、
「

友
と

す
る

こ

と

無
か

れ
」

だ。

下
か

ら

＝
一
点

で

返
つ

て

く

れ

ば、

勢
ひ、

手

拍
子
で

次

の

や

う
に

三

点
を

打
ち

た

く

な

る
。

＊

無
三

友．
不
レ

如
レ

己

者・

　

し

か

し、

こ

れ

は

「

無
友
」

と

い

ふ

連
続
し

た

二

字

を

二

点
と

三

点
で

返

し

て

ゐ

る

の

で、

前
掲
の

付
帯
事
項
 
に

違
反
す
る

。

現
行
の

返

り

点

法
で

は、

連

続
し

た

二

字
を

転
倒
さ

せ

た

け

れ

ば、

如
何
な

る

理

由
が

あ

ら

う

と、

必

ず
レ

点
で

返

さ

ね

ば

な

ら

な
い

。

こ

の

レ

点
に

関
す

る

規
定

を

忠
実
に

遵
守
し

さ
へ

す

れ

ば、

学
生

の

誤
つ

た

返
り

点

は

大

幅
に

減
少
す

る

も

の

と

確
信
す
る
。

イ

一

二

点
・

上

中
下

点

…

…
の

規
定

　
レ

点
を

前
述
の

や

う
に

規
定
す

れ

ば、

点

は
、

次
の

や

う
に

規

定
で

き

よ

う
。

一

二

点
・

上

中
下
点
・

甲
乙

点
・

天

地

人

連
続
し

た

二

字
以

外
の

順
序
を

転
倒
さ

せ

る

場
合

は、

…

…

を

用
ゐ

る
。

一

二

点
・

上

中
下
点

　
こ

れ

に

つ

い

て

も、

巷
間
の

参
考
書
は、

一

般
に

「

二

字
以

上

を

隔
て

て

下
か

ら

上

に

返
つ

て

読
む
」

と

説
明
し

て

ゐ

る

こ

と

が

多
い

。

し

か

し、

こ

の

説
明
は、

先

に

示

し

た
レ

点
に

関

す
る

説
明
「

下
の
一

字
か

ら

す

ぐ

上

の
一

字
に

…

…
」

に

比
べ
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て

も

は

る

か

に

曖
昧
で
、

合

−思
二

故

郷

甚
だ

感
心

し

な

い
。

た

と
へ

ば、
「

故
郷

を

思

ふ
」

の

場

　
「

郷
」

か

ら

上

に

向
か

ひ
、

「

故
」

を

飛
び

越
え

て

「

思
」

に

返
る

わ

け

だ

が
、

こ

れ

を

「

二

字
以

上

を

隔
て

て
」

と

表
現
す
る

の

は
、

果
た

し

て

正

確
な

日

本
語
だ

ら

う
か

。

二

字
以

上

を

隔
て

る

の

で

あ

れ

ば
、

「

思
二

其
故
郷一
」

（

其
の

故
郷
を

思
ふ
）

の

ご

と

く、
「

其
故
」

の

二

字
を

飛
び

越
え

て

上

に

返

る

と

受
け

取
る

の

が

正

常
な

言
語

感
覚
で

は

あ

る

ま

い

か
。

私

自

身、

高
校
生

の

と

き

以

来、
「

二

字
以
上

を

隔

て

て
」

と

い

ふ

説
明

に

は、

常
に

引

つ

掛
か

り

を

覚
え

て

き

た。
「

思
二

故
郷一
」

な

ら

ば、
「

故
」

の
一

字
を

隔
て

て

ゐ

る

だ

け

で

は

な
い

か、

と
。

　

こ

の

や

う

な

気
持
ち
の

悪
さ

を

解
消
す

る

に

は、

前
掲
の

レ

点
の

規
定
「

連
続
し

た

二

字
の

順

序
を

転
倒
さ

せ

る

場
合

は

…

…
」

を

利
用

し、

そ

れ

以
外
の

場
合
に

は

一
二

点
・

上

中
下

点

…

…

を

用
ゐ

る、

と

規

定
し

て

し

ま

ふ

は

う
が、

は

る

か

に

明

快
だ

ら

う。

実
際、

こ

れ

ま
で

の

経
験
に

鑑

み

て

も、

こ

の

や

う
な

規

定
で

不

便
は

生

じ

な

い

も

の

と

愚

考
す

る
。

　

も

つ

と

も、

一

二

点
・

上

中
下

点
・

甲
乙

点
・

天

地

人
点
の

ご

と

く、

点
の

種
類

が

多
い

た

め、

こ

の

規
定
を

単
純
に

適
用
す

る

だ

け
で

は
、

さ

す
が

に

捌
き

が

利
か

な

い
。

各
点
内
部
の

規
定
の

み

な

ら

ず、

各
点

間
の

相
互

関
係
に

つ

い

て

の

規
定
を

も

設
け

て

お

く

必

要
が

あ

る
。

（

1
）

　
各
点

内
部
の

規
定

　

こ

こ

に

謂
ふ

各
点
内
部
の

規
定
と

は、
　
＝
一
点
で

あ

れ

ば、
　一

二

点
そ
の

も

の

の

使
ひ

方
に

関
す
る

規

定、

上

中
下

点

な

ら

ば、

上

中

下

点
そ

れ

自
体
の

用

法
に

関
は

返

り

点
を
正

し

く

打
つ

た

め

に

古
田

島
洋
介

る

規
定
で

あ

る
。

甚
だ

単
純
な

常
識
だ

が、

平
凡
だ
か

ら

と
い

つ

て

侮
る
の

は

禁
物

だ
。

　
一

二

点
以
上
の

返
り

点
は、

名
称
こ

そ
一

二

点
・

上

中
下

点
・

甲

乙

点
・

天

地

人

点
と

呼
ぶ

。

し
か

し
、

実
際
に

返
り

点
を

加
へ

る

さ

い

は
、

左

の

や

う
に
、

下
か

ら

上

に

向
か

つ

て

逆

行
し

て

ゆ

く

の

が

ふ

つ

う
で

あ

る
。

…

…

↑
四

↑
三

↑
二

↑
一

下
↑
中
↑
上

…

…

↑
丙
↑
乙

↑
甲

人

↑
地

↑
天

　
こ

の

形
式
上

の

規

定
を

「

加
点

逆

行
の

規

定
」

と

称
し

て

お

き

た

い
。

先

に

「

＊

以

五

十
歩一
笑
四

百
歩
三

」

が

誤
り

で

あ

る

こ

と

を

説
明
し

た

が、

た

し

か

に

学
生

た

ち

が

口

に

し

た

や

う
に

、

か

う

し

た

返
り

点
は

形
式
の

上

で

も

規
定
違

反
な

の

で

あ

る
。

　
た

だ

し、

か

な

り

特
殊
な

返
り

点
が

要
求
さ

れ

る

場
合
は、

こ

の

「

加
点
逆

行
の

規
定
」

に

も

例
外
が

生
ず
る

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

後
述
す
る

こ

と

と

し

た
い

。

　
な

ほ、

言
ふ

ま

で

も

な

く
、

上

中
下

点
は、

上
・

中
・

下

の

三

つ

の

点
を

用
意
し

た

返
り

点
だ

が
、

二

つ

だ

け

使
ふ

と

き

は
、

上
・

中
で

は

な

く、

上
・

下

を

用
ゐ

る
。

時
と

し

て

誤
解
し

て

ゐ

る

学
生

が

見

ら

れ

る

の

で
、

こ

れ

を

明
確
に

す
べ

く、

次
の

や

う
な

注
意
事
項
を

添
へ

て

お

く
の

が

得
策
だ

ら

う
。

・

上

中
下
点
と

天

地

人

点
に

は、

そ

れ

ぞ

れ

上
・

中
・

下
、

天
・

地
．

人
の

三

つ

の

点

が

用
意
さ

れ

て

ゐ

る
。

た

だ

し、

二

つ

だ

け

使
ふ

と

き

は、

上

中
下

点
は

上
・

下、

天

地

人
点
は

天
・

地

を

用
ゐ

る
。

7
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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

四

号

　
二

〇
〇
六
年

（

2
）

　
各
点
間
の

相
互

関
係
の

規
定

　

さ

て、

次
は

各
点
問
の

相
互

関
係
の

規
定
で

あ

る
。

こ

れ

も

単
純
な

話
で
、

一

二

点
の

外
側
に

上

中
下

点、

そ

の

外
側
に

甲
乙

点
、

さ

ら
に

そ

の

外
側
に

天

地

人

点
を

掛
け
る

と

い

ふ

だ

け
の

こ

と

に

す
ぎ

な

い
。

つ

ま
り、

各
点
間
に
、

小

た

る
一

二

点

か

ら

大
た

る

天

地

人
点
へ

と

拡
張
さ

れ

て

ゆ

く

包
含
関
係
が

成
り

立
つ

の

で

あ

る
。

実
際
に

は、

次
の

や

う

な

形
式
を

取

る
。

地

　
乙

　
下
　
二

［

一
　
上

　
甲

　
天

　
こ

の

形
式
上

の

規

定
を

「

包
含
関

係
の

規

定
」

と

名
づ

け
て

お

か

う。

煩
を

避
け

て

省
略
し

た

が、

上

中
下
点
の

中
点
を

用
ゐ

た

場
合、

中
点

は

＝
…
点
の

下
に

も

上

に

も

出
現

し

得
る

。

と

に

か

く、

各
点

が
、

自
身
よ

り

も

下

位
の

点

を

包

み

込
む

や

う
に

位
置
す
れ

ば

よ

い
。

　

た

だ

し、

こ

の

「

包
含
関
係

の

規
定
」

は
、

意
外
に

も

学
生

に

徹
底
し

づ

ら

い

憾

み

が

あ
る
。

先
に

掲
げ

た

例
を

用

ゐ

て

示
せ

ば、

左

の

や

う

な

誤
用
例

が

跡
を

絶
た

な

い
。＊

以
二

五

十

歩一
笑
下

百

歩
上

　

こ

れ

は、

上

下
点
が

一

二

点
を

包
み

込

ん

で

ゐ

な

い

の

で、
「

包
含
関
係
の

規
定
」

に

違

反

す
る
。

か

う

し

た

誤
謬
を

防
ぐ

た

め

に、

次
の

二

つ

の

付
帯
事
項
を

設
け

て

は

如

何
だ

ら

う

か
。

8

 
各
点
間
の

並

列
関
係
は

不
可

。

 
各

点
問

の

交
錯
関
係
も

不
可。

　

 
の

並
列
関
係

と

は
、

た

と

へ

ば
、

一

二

点
と

上

下

点

が

包

含
関
係
を

成
さ

ず
、

単
に

「

二
一

下

上
」

の

ご

と

く

並

列
さ

れ

る

場
合
を

指
す

。

上
の

誤
用

例
は
、

そ

の

典
型
だ

。

　
 
の

交
錯
関
係
と

は、

た

と
へ

ぱ、

や

は

り
一

二

点
と

上

下

点
が

包
含
関

係
を

成

さ

ず、
「

二

下
一

上
」

の

や

う

に、

交
錯
す

る

場
ム
冂

を

指
す。

そ

の

や

う
な

点
を

付

け

る

は

ず
が

な
い

と

見

く

び

る

こ

と

な

か

れ
。

こ

の

付
帯
事
項
を

設

け

て

お

く

と、

何
か

と

便
利
な
の

で

あ

る。

　
な

ぽ、

場
合
に

よ

つ

て

は
、

包

含
関

係
の

規

定
が

乱
れ

を

来
た

す
こ

と

も

あ

り

得

る。

こ

れ

に

つ

い

て

は

後
述
す

る

こ

と

と

し

よ

う
。

　
さ

て、

現

行
の

返

り

点
法
の

原
則
・

規

定
の

類
は、

以

上

で

す
べ

て

で

あ

る
。

以

下
、

例
外
が

生

ず
る

場
合
と

そ

の

措
置
と

を

確
認

し、

次
い

で

種
々

の

例
題
に

か

う

し

た

原
則
・

規
定
の

類
が

適
用
さ

れ

る

あ

り

さ

ま

を

御
覧

い

た

だ

く
こ

と

と

し

よ

う。

四

例
外
措
置

　

何
と一腎、
冂

つ

て

も

気
に

な

る

の

は、

各
種
の

原
則
・

規
定
に

関
す
る

例
外
に

違
ひ

な

い
。

こ

こ

ま

で

先

送
り

に

し
て

き

た

例
外
措
置
を
一

つ

ひ

と
つ

片
づ

け

て

ゆ

か

う
。

　

　

　
　
（

1
）

　
「

逐
字
逆
行
の

原
則
」

の

例
外

　
「

逐

字
逆
行

の

原
則
」

と

は、

要

す
る

に
、

字
を

逐

つ

て

返

り

点

を

打

て

ば

よ

い

と

の

原
則
で

あ

つ

た
。

け
れ

ど

も
、

連
読
符
号
を

付
け

た

熟
語

が

中
継
点
に

な

る

場

合
に

限
り、

語
単
位
の

場
面

が

出
現

す
る
。

具

体
的
に

は

次
の

や

う
な

場
合
で

あ

る
。
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訓
読
は

「

吾
之

に

兄

事
す
る

こ

と

を

得
ん
」

。

吾
得
三

兄
コ

事
之・

　

返

り

点
に

慣
れ

て

ゐ

れ

ば、

何
も

不

思
議
は

感
じ

ま

い
。

字
を

逐
つ

て

「

之
」

か

ら

「

兄
」

へ

と

＝
一
点
で

返

り
、

「

兄
」

と

「

事
」

が

二

点
に

よ

つ

て

切

断
さ

れ

ぬ

や

う

連

読
符
号
を

付
け、

さ

ら

に

「

得
」

へ

と

三

点

で

返
る

。

「

得
」

に

返

る

さ
い
、

か

つ

て

は

レ

点
も

許
容
さ

れ

て

ゐ

た

が、

現
在
は

不
可

で

あ
る。
「

得
」

と

「

事
」

と

が

連

続
し

た

二

字
で

は

な
い

か

ら

だ
。

　

と

こ

ろ

が
、

問
題
は、
「

兄

事
」

を

読
ん

で

か

ら

「

得
」

へ

と

返

る

場
面
で

あ

る
。

一

二

点
の

用
法
の

原
則
た

る

「

逐

字
逆
行
の

原
則
」

に

よ

れ

ば、

二

点
を

付
け

た

「

兄
」

か

ら、

三

点
を

付
け

た

「

得
」

へ

と

進
む

は

ず
だ

。

と

こ

ろ

が、

実
際
は、

二

点
の

付
い

た

「

兄

事
」

と

い

ふ

語

か

ら、

三

点
の

付
い

た

「

得
」

に

返
つ

て

ゐ

る
。

字
単
位
の

考
へ

か

ら

す

れ

ば、
「

事
」

に

返

り

点
が

付
く

は

ず
な

の

だ

が
。

こ

こ

に
、

例
外
的
に

語
単
位
の

場
面

が

生

じ

て

ゐ

る

わ

け

だ
。

つ

ま

り
、

「

之
」

か

ら

「

兄
」

へ

と

返
る

と

き
の

二

点
は、

字
単
位
の

考
へ

に

基

づ

い

て

付
け

る

も
の

の、

連

読
符

号
が

掛
か

つ

た

と

た

ん、

二

点
は

「

兄

事
」

と

い

ふ

語
に

付
け

た

も
の

と

見
な

し

て

語
単
位
の

考
へ

と

な

り、

三

点
で

「

得
」

に

返

る

の

で

あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、
「，
得
」

に

レ

点
で

は

な

く

三

点
を

付
け

る

の

は、

右
に

説

明
し

た

や

う

に、
「

事
」

か

ら

「

得
」

に

返

る

と
い

ふ

字
単
位
の

考
へ

に

基
づ

く

わ

け

だ

が
。

　

あ

く

ま

で

字
単
位
の

考
へ

を

貫
け

ば
、

ま

つ

は

左

の

や

う

な

返

り

点
に

な

る

は

ず

だ。

＊

吾
得
四

兄
二

事
三

之一

返
り

点
を

正

し

く

打
つ．
た

め

に

占
田

島
洋
介

　

と

こ

ろ

が
、

こ

れ

で

は
一

二

点

が

「

四

二

三

＝

の

順
序
と

な

つ

て

し

ま

ひ、

「

加
点

逆

行
の

規
定
」

に

違
反
す
る。

　

ま

た、

字
単
位
の

考
へ

で

臨
め

ば、

次
の

や

う

な

返

り

点
も

付
け

ら

れ

る

だ

ら

う。

＊

吾
得
ド

兄
−

事
上

之一

　

し

か

し
、

こ

の

や

う
に

付

け

る

と、
　「

二

点
と

上

下

点
が

「

下
二

上
冖
」

の

順
序

と

な

つ

て
、

一

二

点
と

上

下

点
が

交
錯
し、

返

り

点
ど

う

し

の

「

交
錯
関
係
は

不

可
」

と

の

規

定
に

違
反
す

る
。

　

し

た

が

つ

て
、

右
の

例
文

の

や

う

に、

連
読
符
号
を

付
け

た

熟
語
が

中
継
点
に

な

る

場
合
は、

さ

ら

に

上
へ

と

返
る

と

き
、

返

り

点
は

語

単
位
の

考
へ

に

基
づ

い

て、

熟
語
そ

の

も

の

に

返
り

点
が

付
い

て

ゐ

る

も

の

と

見
な

す
の

だ。

　

か

う
い

ふ

場
合
に

限
つ

て

「

逐

字
逆
行
の

原
則
」

が

乱
れ

る

の

は
、

あ

ま

り

感

心

で

き

る

話
で

は

な
い

。

し

か

し、

こ

れ

が

現
行
の

返
り

点
法
の

実
態
な

の

で

あ

る
。

「

加

点
逆
行
の

規
定
」

や

返

り

点
ど

う

し

の

「

交
錯
関
係
は

不

可
」

と

の

規

定
を

守

る

た

め
の

知
恵
と

言
へ

ば、

そ

れ

ま

で

だ

が
。

（

2
）

「

加
点
逆
行
の

規
定
」

の

例
外

　
た

だ

し、
「

加
点
逆
行
の

規
定
」

が

常
に

厳
守
さ

れ

る

か

と

言
へ

ば、

実
は

さ

う

で

は

な
い

。

次
の

ご

と

き

特
殊
な

返

り

点
が

要
求
さ

れ

る

場

合

は
、

例
外
措
置
を

講

ぜ

ざ

る

を

得
な
い

の

で

あ

る
。

訓
読
は

コ

時
に

比
肩
接
踵
す
L

。

比
訓

肩
接
ヨ

踵
一

時一

「

時
」

か

ら

「

比
」

へ

は、
「

逐
字
逆

行
の

原
則
」

に

よ

り、

一

二

点
で

返

る
。

そ9
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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
四

号
　
二

〇
〇

六

年

し

て、

二

点
に

よ

る

切

断
を

防
ぐ
べ

く

「

比
肩
」

を

連

読
符
号
で

つ

な

ぐ

と

こ

ろ

ま

で

は

よ
い

。

と
こ

ろ

が、

さ

ら

に

下
の

「

接
踵
」

に

進

む
の

が

厄
介
な

の

だ
。

さ

す

が

に、

次
の

や

う
な

返

り

点
を

付
け

る

気
に

は

な

れ

ま

い
。

＊

比
コ

肩
上

接
日

踵
【

時一

　
一

二

点
の

内
側
に

上

下

点
が

入

る

た

め、
「

包
含
関
係
の

規

定
」

に

違
反
す
る
。

し

か

も、

上

下
点
が

「

上

下
」

の

順
序
と

な

る

の

で
、

「

加
点
逆
行
の

規
定
」

に

も

違
反

し

て

し

ま

ふ
。

　
で

は、

ど

う
す
る

か

と

言
へ

ば、

右
の

（

1
）

で

述
べ

た

や

う

に
、

二

点
は

熟
語

「

比
肩
」

に

付
け

た

も

の

と

見

な

し、

さ

ら

に

三

点
で

下
の

熟
語
「

接
踵
」

へ

と

進

む

の

だ
。

む

ろ

ん、

三

点
に

よ

つ

て

切

断
さ

れ

な
い

や

う、
「

接
踵
」

に

も

連

読
符

号
を

付
け

る
。

結
果

と

し

て
、

一

二

点
が

「

二

三
冖
」

の

順
序
と

な

り、
「

加

点
逆

行
の

規

定
」

に

違

反
す

る

が
、

二

つ

の

熟
語
が

連
な
つ

た

四

字
か

ら

成
る

特
殊
な

動

詞

「

比
肩
接
踵
」

ゆ
ゑ

に、

こ

の

違
反

は

例
外
措
置

と

し

て

許
容
す
る

の

で

あ

る。

右

の

誤

用

例
で

示

し

た

ご

と

く、

上

下

点
ま

で

も

使
つ

て

「

加

点
逆

行
の

規
定
」

に

違
反

す

る

く

ら

ゐ

な

ら

ば、

一

二

点
の

範
囲
で

違
反
を

収
め

て

お

か

う
と

の

寸
法
な

の

だ

ら

う。

い

か

に

も

御
都
合
主

義
の

臭
ぴ

が

漂
ふ

が
、

と

も

あ

れ、

こ

れ

を

例
外

と

し

て

許
容
し

て

ゐ

る

の

が

実
態
だ

。

　
た

だ

し
、

実
の

と

こ

ろ
、

二

畳
庵
卞．
人
『

漢
文

法

基

礎
』

（

増
進
会
出
版
社、

昭

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　〔
2）

和
五

十
二

年
／

新
訂
版

第
三

刷
11
昭

和
六

十
三

年）

八

二

頁
の

や

う

に、

右
の

ご

と

き

返
り

点
よ

り

も
、

左

記
の

や

う

な

返

り

点
を

薦
め

る

人

も

ゐ

る
。

比
コ

肩
−

接
−

踵
一

時一

10

　

前
掲
の

「

奴
コ

僕
−

視
之一
」

（

之

を

奴
僕
視
す
）

と

同

様
の

手

法
で
、

た

し
か

に
、

こ

れ

で

も

読

む

順
序
に

乱
れ

は

生

じ

な
い

。

か

へ

つ

て、

す
つ

き

り

し

た

印

象
が

好

ま

し
い

く

ら

ゐ

だ
。

し

か

し、

現

在
は

、

四

字
か

ら

成
る

動
詞
を
二

字
の

熟
語

が

二

つ

組
み

合
は

さ

つ

た

も
の

と

見
な

し
、

先
の

や

う
に

「

比
「

肩
接
ヨ

踵
一

時一
」

と

す

る

の

が

主

流
な

の

で

あ

る
。

　
こ

こ

で

付
け

加
へ

て

お

け

ば、

右

と

は

異
な

り、

三

字
の

熟
語
扱
ひ

の

語
に

返

り、

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
こ

こ

さ

ら
に

上
へ

と

返

る

場
合
も

生

じ

る
。

訓
読
は

「

此

に

楚
の

大

夫
有
り

」

。

有
三

楚
コ

大
−

夫

於
此一

有
四

楚
二

大
ヨ

夫
於
此一

　
「

楚
大

夫
」

を

あ
つ

さ

り
一

語
と

見

な

せ

ば、

右
側
の

や

う

な

返
り

点
と

な

る
。

往
時
は

「

＊

有
レ

楚
コ

大
−

夫
於
此一
」

と

も

付
け

て

ゐ

た

が
、

現

在
で

は

レ

点
の

規

定

違
反
ゆ

ゑ

に

不

可
で

あ

る
。

　

た

だ

し、
「

楚
大

夫
」

を
冖

つ

の

熟

語
と

見

な

す

の

は、

い

か

に

も

無
理

が

あ

ら

う
。

だ

れ

が

考
へ

て

も

「

楚
＋

大
夫
」

と
い

ふ

修
飾
関
係
の

二

語
に

よ

る

構
成
だ

か

ら

だ。

そ

こ

で、

左

側
の

ご

と

き

返
り

点
が

登

場
す

る

こ

と

に

も

な

る
。

か

う

し

た

例
で

も、

】

二

点
が

「

四

二

三

＝

と

並

び
、

「

加

点

逆
行
の

規
定
」

に

対
す

る

違

反

が

許
容
さ

れ

て

ゐ

る

わ

け

だ
。

　

い

つ

れ

も、
「，
此

に

楚

の

大

夫

有
り

」

と
い

ふ

訓
読
が

も

た

ら

す

複
雑
さ

で

あ

り、

「

楚
の

大

夫

此

に

有
り

」

と

訓
じ

さ

へ

す

れ

ば、

返

り

点
は

「

有一一
楚
大
夫
於
此

こ

と

な

つ

て
、

何
ら
の

問
題

も

生

じ

な

い
。

し

か

し、

こ

の

一

文

を

「

此

に

楚
の

大
夫

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　〔
3）

有
り
」

と

読
む
の

が
、

伝
統
的
な

訓
読
な

の

で

あ

る
。

　

さ

て
、

こ

こ

で

読
者
各
位
に

お

願
ぴ

し

て

お

き

た

い

こ

と

が

あ

る
。

そ

れ

は
、

「

一

時
に

比
肩
接
踵
す
」

の

場
合、

た

と

ぴ

「

比
コ

肩
接
ヨ

踵
一

時一
」

が

現

在
の

返

り

N 工工
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点
法
の

主
流
だ

と

し

て

も、
「

比
コ

肩
−

接
−

踵
一

時一
」

の

や

う

な

返
り

点
を

た

だ

ち

に

不

可

と

決
め
つ

け

な

い

で

い

た

だ

き

た

い

と

い

ふ

こ

と

だ。

試
験
の

採
点

に

当
た

り、
「

比
コ

肩
接
ヨ

踵
一

時一
」

が

O
だ

と

す
れ

ば
、

「

比
ゴ

肩
−

接
−

踵
一

時一
」

は

決
し

て

×

で

は

な

く、

せ

い

ぜ

い

△

で

あ

り、

最
大

の

寛
容
を

以

て

臨
め

ば

○
で

も

よ

い

の

で

あ

る
。

「

此

に

楚
の

大

夫
有
り

」

に

至

つ

て

は、
「

有二

楚
ゴ

大
−

夫

於
此一
」

と

「

有
四

楚
二

大
ヨ

夫

於
此一
」

の

双

方
と

も

可

と

し

て

認
め

る

べ

き

だ

ら

う
。

現
行
の

返

り

点
法
も、

そ

こ

ま
で

は

厳
密
な

規
定
が

な
い

と

い

ふ

の

が

実
情
で、

結
局
は

人
に

よ

り

け

り

な

の

で

あ
る

か

ら
。

（

3
）

　
「

包
含
関
係
の

規
定
」

が

乱
れ

を

来
た

す

例
外

　

例
外
措
置

の

最
後
に

、

「

包
含
関
係
の

規

定
」

が

乱
れ

を

来
た

す

場
合
を

指
摘
し

て

お

か

う
。

事
の

性
質
は

単
純
で

、

一

二

点
の

外
側
に

四

個
以

上

の

返
り

点

を

用
ゐ

ね

ば

な

ら

ず、

上

中
下

点
で

は

不

足
を

来
た

す

場
合、

例
外
と

し

て
、

た

だ

ち
に

一

二

点
の

外
側
に

甲
乙

点

を

掛
け

て

差
し

支
へ

な

い

と
い

ふ

こ

と

で

あ

る
。

次
の

例
文

を

御
覧
い

た

だ

き

た

い
。

訓
読
は

「

吾

を

し

て

富
貴
貧
賤
を

以

て

其
の

心

を

累
は

さ

ざ

ら

し

む
」 。

使
丁

吾
不
丙

以
二

富
貴
貧
賤一
累
乙

其
心
甲

　
「

賤
」

か

ら

「

以
」

へ

は
…

二

点
で

返

れ

ば

よ
い

。

問
題
は

、

そ

の

外
側
で

「

心

↓
累

↓
不
↓
使
」

と

も

ど

る

た

め
、

四

つ

の

返

り

点

が

必

要
と

な

る

こ

と

だ
。

上

中

下
点
は、

上
・

中
・

下
の

三

つ

し
か

用
意
さ

れ

て

ゐ

な

い

の

で
、

ど

う

し

て

も

点
が

一

つ

足

り

な
い

。

そ
こ

で
、

か

う

し

た

場
ム
ロ

は、

一

二

点
の

次
に、

上
中
下
点
を

飛

び

越
え

て
、

た

だ

ち

に

右
の

ご

と

く

甲
乙

点
を

掛
け

て

よ

い

の

で

あ

る。

「

二

点

の

外
側
に

上

中
下
点

、

⊥

中
下

点
の

外

側
に

甲
乙

点
と

い

ふ

本
来
の

包
含
関

係
は

乱
れ

返
り

点
を

正

し

く

打
つ．
た

め
に

古
田

島

洋
介

る

が、

臨
時
の

例
外

措
置
と

し

て

許
容
さ

れ

る

わ

け

だ
。

　
こ

の

や

う

な

事
態
が

生

ず
る

の

は
、

理

論
的

に

は

無
限
大

ま

で

点

が

用

意
さ

れ

て

ゐ

る
一

二

点
の

次
に
、

わ

つ

か

三

つ

し

か

点
の

な
い

上

中
下
点
を

掛
け
る

と

い

ふ

返

り

点
の

組
織
そ

の

も

の

に

根
本
的
な

問
題
が

あ

る

か

ら

だ。

し

か

し、

前
掲
の

拙
稿

「

返

り

点

を

つ

か

む
」

で

論
じ

た

や

う

に、
「

返

り

点
の

組
織
は、

理

論
に

支
へ

ら

れ

た

科
学

的
法
則
体
系
で

は

な

く、

経
験
に

裏
打
ち

さ

れ

た

実
用
的

慣
習
体

系
な

の

で

〔
4）

あ

る
」

。

右

の

や

う

な

事
態
は

滅
多
に

あ

り

得

ぬ

も

の

と

踏
み

倒
し、

例
外
措
置
を

以

て

対

処
す

る

の

が

実
態
だ
。

　

な

ほ、

右
の

ご

と

く
】

二

点

の

外
側
に

甲
乙

点
を

用
ゐ
、

さ

ら

に

そ
の

外
側
で

返

り

点
を

打
つ

必

要
が

生

じ
た

場
合
は、

上

中
下

点
を

使
ふ
こ

と

に

な

つ

て

ゐ

る
。

上

中
下

点
と

甲

乙

点
と

の

包
含
関
係
を

完
全
に

逆

転
さ

せ

る

わ

け

だ
。

　

で

は、

も

し
一

二

点
の

外
側
に

甲

乙

点
を

用
ゐ

た

外
側
で、

四

箇
所
以

上

に

返

り

点
を

掛
け

る

必

要
が

生

じ

た

と

し

た

ら、

い

つ

た
い

ど

う

す
る

の

か
。

上

中
下

点
で

も

天

地

人
点
で

も

点
が

足
り

な

い
。

拙
稿
「

返

り

点

を

つ

か

む
」

で

紹
介
し

た

や

う

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

（
5）

に、

元

亨
利
貞
点
と
い

ふ

返
り

点
が

存
在
す

る

こ

と

は

存
在
す
る

。

け

れ

ど

も
、

万

一
、

四

箇
所
で

は

な

く、

五

箇
所
以

上

に

返

り

点
が

必

要

と

な

つ

た

ら、

ど

う

す

れ

ば

よ

い

の

か
。

元
亨
利
貞
点
も

元
・

亨
・

利
・

貞
の

四

つ

し

か

な

い

以
上、

も

は

や

打
つ

べ

き

返

り

点
は

存
在
し

な

い
。

想
像
す
る

だ

に

不

安
な

事
態
だ

ら

う
。

　

と
こ

ろ

が
、

実
の

と

こ

ろ、

か

う

し

た

疑
問
に

対
す

る

回
答
は

甚
だ

あ

つ

け

ら

か

ん

と

し

て

を

り、

「

そ

の

や

う

な

事
態
は

生

じ

得
な
い

」

と

い

ふ

の

が

掛
け

値
な

し

の

答
で

あ
る

。

実
際、

私
自
身、

そ

の

や

う
な

場

面
に

出
く

は

し

た

こ

と

は
一

度
も

な

い
。

さ

う
し

た

可
能
性
を

理

論
的
に

否
定
す

る

こ

と

は

で

き

な

い

が、

あ

り

得
ぬ

も

の

と

決
め
つ

け

て

お

い

て

も
、

事
実
上、

ま

つ

た

く

不

便
を

来
た

さ

な

い

の

で

あ

る
。

や

は

り、

返
り
点
は、

理
論
的
な

組
織
で

は

な

く、

経
験
的
な

組
織
に

す

ぎ

な

い
。

あ

ら

ゆ

る

可

能
性
を

想

定
し

て

組
み

上

げ

た

科
学

的
法
則
体
系
で

は

な
い

の

で11

N 工工
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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
四

号

　
二

〇
〇
六

年

あ

る
。

五

　
実
践
練
習

　

で

は、

以

上

の

内
容
を

踏
ま
へ

て、

さ

ま

ざ

ま

な

例
題

に

返
り

点
を

打
つ

て

み

よ

う
。

大

原
則
や

原
則、

そ

し

て

各
種
の

規
定
が

ど
の

や

う

に

応
用

さ

れ

る

の

か
、

そ

の

骨

法

を

観
察
し

て

い

た

だ

け

れ

ば

幸
ひ

だ
。

以

下

の

例
題
 
〜
 
に

関
す

る

要
領

さ

へ

習

得
し

て

お

け

ば、

現

行
の

返

り

点
法

に

つ

い

て

何
ら

不
都
合
は

生

じ

な
い

も

の

と

確
信
す

る
。

そ

れ

ぞ

れ
、

ま
つ

書
き

下

し

文
と

白

文
を

掲
げ

る

の

で
、

余
裕
あ

ら

ば、

御
自
身
で

返

り

点

を

付
け
て

み

て

い

た

だ

き

た

い
。

　

万
一

そ

れ

で

も

対
処
で

き

な

い

や

う
な

複
雑
な

場
面

に

出

く

は

し

た

ら、

果
た

し

て

ど

う

す

る

か
。

答
は

簡
単
で
、

こ

こ

ま

で

に

示
し

た

原
則
や

規
定
に

違
反

し

な
い

や

う
に

、

ま

た

例
外
措
置

に

も

注

意
し

て

返

り

点
を

付
け、

ど

う

見

て

も

二

種
以
上

の

返

り

点
が

可

能
な

場
合
は、

自

身
の

判
断
で

適
当
に

選
ん

で

お

け

ば

よ

い
。

右
に

述
べ

た

と

ほ

り
、

現
行
の

返

り

点

法

と

て、

徹
底
し
た

厳
密
さ

を

誇
る

理

論
的
体
系

で

は

な

い

の

だ

か

ら
。

　
　

か

た

は

ら

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　

の

　
　
　

　
　
　
　

　
み

 
其
の

旁
に
一

胡
児
の

善
馬
に

騎
る

有
る

を

睨
る

睨

其

旁

有

一

胡

児

騎

善

馬

　
「

其
の

旁
に
一

胡
児
の

善
馬
に
」

ま

で

は、

上

か

ら

下
へ

と

進
ん

で

ゐ

る

だ

け

で

あ

る

か

ら、
「

無
点
順
行
の

大

原
則
」

ど

ほ

り。

何
も

触
つ

て

は

い

け
な

い
。

「

其

旁

／
一

胡
児
／

善
馬
」

の

ご

と

く

途
中
で

切

れ、

そ

れ

ぞ

れ

「

有
／
騎
」

を

飛
び

越
え

て

ゐ

る

が、

気
に

す
る

こ

と

は

な

い
。

と

に

か

く、

上

か

ら

下
へ

と

読
み

進

め

て

ゐ

12

る

か

ぎ

り
、

手

出
し

を

し

て

は

な

ら

ぬ
。

あ

わ

て

て

コ

一
−

胡
−

児
L

「

善
−

馬
」

な

ど

と

連
読
符
号
を

付
け

た

り

し

て

は

い

け

な

い

の

で

あ

る
。

　
「

善
馬
に

騎
る
」

か

ら

返

り

読
み

が

始
ま

る

が、

ゆ

め

ゆ

め

「

善
馬
」

と

い

ふ

語

か

ら

「

騎
」

に

返

る

と

考
へ

て

は

い

け

な

い
。

さ

も

な

い

と、

つ

い

「

騎
レ

善
−

馬
」

の

や

う
な

誤
り

を

犯
し

て

し
ま
ふ

。

あ

く

ま

で

「

逐

字
逆
行
の

原
則
」

に

則
つ

て、

［，
馬
L

字
か

ら

「

騎
」

宇
に

返
る

と

考
へ

、

連
続
し

た

二

字
で

は

な
い

ゆ

ゑ
、

「

騎
二

善
馬．
」

と
｝

二

点
を

付
け
る
。

　

そ

し

て
、

さ

ら

に

「

騎
」

字
か

ら

「

有
」

字
に、

加
へ

て

「

有
」

字
か

ら

「

睨
」

字
へ

と

返

読
す
る

の

で

あ

る

か

ら、

一

二

点

を

そ

の

ま

ま

延
長
し、
「

有
」

に

三

点
、

「

睨
」

に

四

点

を

付
け

れ

ば

よ

い
。

正

解
は

次
の

や

う

に

な

る
。

睨
四

其

旁

有
「

一

胡

児

騎
善

馬一

　
一

二

点
と

い

ふ

名
称
を

誤

解
し

て
、

一

点
と
二

点
を

付
け

た

ら

次

は

上

中
下

点

だ

と

決
め
つ

け
、

左

の

や

う
な

返

り

点
を

付
け

た

り

す

る

と、

た

だ

ち

に

誤
答
と

な

る
。

＊

睨
下

其

旁

有
覧

胡

児

騎
±

善

馬…

　

こ

れ

で

は、

一

二

点
と

上

中
下

点
が

「

下
中
上

二
】
」

の

ご

と
く

並

び、

両
者
が

包
含
関
係
を

成
さ

ず、

並

列
関
係
と

な

つ

て

し

ま
ふ

。

つ

ま

り、
「

包
含
関
係
の

規

定
」

付
帯
事
項
 
に

違
反
す

る

か

ら

不

可

な

の

で

あ

る
。

　
な

ん

ひ

と

 
何
人

か

故
園
の

情
を

起
こ

さ

ざ
ら

ん

何

人

不

起

故

園

情
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「

何
人
か

故
園
の

情
を
」

は、

L
か

ら

下
へ

読
み

進

め

て

ゐ

る

の

で、

や

は

り

「

無
点
順
行
の

大

原
則
」

に

則
り、

何
も

手
を

着
け

な

い
。

「

情
を

起
こ

さ
」

か

ら

返

読
が

開
始
さ

れ

る。

こ

こ

で

も、
「

故
園

の

情
」

と
い

ふ

語
か

ら

「

起
」

に

返
る

も

の

と

考
へ

て

は

な

ら

ぬ
。

「

故
−

園
」

ま

た

は

「

故
−

園
−

情
」

の

ご

と

き

連
読
符
号
は、

ま

つ

た

く

無
用

で

あ

る
。

と

に

か

く、
「

情
」

字
か

ら

「

起
」

字
に

返

る

の

だ

と、

字
単
位
で

考
へ

る

こ

と

だ
。

　

こ

の

「

情
」

と

「

起
」

は

連

続
し

た

二

字
で

は

な

い

の

で
、

「

情
」

に

一

点、

「

起
」

に

二

点
を

付
け

て

お

く。

た

だ

し
、

続
く

「

起
こ

さ

ざ

ら

ん
」

に

つ

い

て

は

注

意
が

必

要
だ
。

手
拍
子

で

「

不
」

に

三

点
を

付
け

て

は

い

け

な

い
。

「

起

こ

さ

ざ

ら

ん
」

は、

連
続
し

た
二

字
「

不

起
」

を

転
倒
さ

せ

る

の

だ

か

ら
、

レ

点
以

外
の

返

り

点
を

使
ふ

こ

と

は

許
さ

れ

ぬ
。

上

下

に

い

か

な

る

返

り

点
が

あ

ら

う

と
、

連
続
し

た

二

字
は

レ

点
で

転
倒
さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

正

解
は

次

の

や

う

に

な

る。

何

入

不
レ

起
二

故

園

情一

　
　

　

　
ま

き

 
老
い

の

将
に

至

ら

ん

と

す

る

を

知

ら

ず

不

知

老

之

將

至

　
「

老
い

の

将
に

至

ら

ん

と
」

ま

で

は
、

例
に

よ

つ

て

「

無
点
順
行
の

大

原

則
」

に

よ

り、

何
も

触
ら

な

い
ね

「

至
ら

ん

と

す

る

を
」

か

ら

返
り

読

み

が

始
ま

る
。

こ

の

サ

変
動

詞
の

連

体
形
「
す
る
」

は
、

再
読
文
字
「

将
」

の

左

側
の

読
み、

す
な

は

ち

再
読
だ

。

再

読
文
字
に

つ

い

て

は、

右
側
の

読
み
、

す

な

は

ち

初
読
は

返

り

点
に

無

関
係
で

あ

り、

左

側
の

読
み、

す

な

は

ち

再
読
だ

け

が

返

り

点
に

従
ふ
。

し

た

が

つ

返

り

点
を

正

し

く

郵
つ

た

め

に

占
田

島

洋

介

て
、

「

至
」

か

ら

「

将
」

に

返

つ

て

「

至
ら

ん

と

す
る

を
」

と

訓
読
す

る

わ

け

だ

が、

当
該
二

字
は

連
続
し

て

ゐ

る

た

め、

必

ず
レ

点
で

返

す
こ

と

に

な

る
。

そ

し

て
、

さ

ら

に

「

す
る

を

知
ら

」

と

な

る

の

で、
「

将
」

に
一

点
、

「

知
」

に

二

点
を

付
け

れ

ば

よ

い
。

結
果
と

し

て
、

「

将
」

の

左

下
に

一

レ

点
が

付
く

こ

と

と

な

る
。

最
後
の

「

知
ら

ず
」

は、

連
続
し

た
二

字
「

不

知
」

を

転
倒
さ

せ

る

の

で

あ

る

か

ら、

こ

れ

ま

た

レ

点
を

打
た

ね

ば

な

ら

な

い
。

正

解
は

左

の

や

う
に

な

る
。

不
レ

知
二

老

之

將
ワ

至

　
こ

こ

で、
「

一

レ

点
」

の

ご

と

き
レ

点
と

他
の

点
と

の

組
み

合
は

せ、

す

な

は

ち

複
合
返

り

点
に

つ

い

て
、

二

つ

の

注
意
事
項

を

記
し

て

お

か

う
。

　
第
一

は、

右
で

見
た

や

う
に
、

レ

点
を

付
け、

一

点
を

も

付
け

た

結
果

、

た

ま

た

ま
一

レ

点

が

登
場
す
る

と

い

ふ

こ

と

だ。

つ

ま

り、

複
ム
ロ

返

り

点
は
、

地
道
に

返
り

点
を

打
つ

た

結
果
と

し

て

現
れ

る

も
の

で

あ

り、

決
し

て
一

レ

点
と

い

ふ

独
立

し

た

特
殊
な

返

り

点
が

存
在
す

る

わ

け

で

は

な

い
。

結
果
と

し

て

返

り

点
が

二

つ

同
居
し

て

ゐ

る

か

ら

複
合
返

り

点
と

呼
ぶ

に

す

ぎ

ず、

取
り

立

て

て

特
別
な

機
能
を

備
へ

て

ゐ

る

と

い

ふ

話
で

は

な
い

の

で

あ

る
。

　
第
二

は、

複
合

返

り

点
は、

常
に

レ

点

と

他
の

返

り

点

の

第
一

符
号
（

一

点
・

上

点
・

甲
点
・

天
点
）

と

が

組
み

合
は

さ

る

だ

け

で、

他
の

組
み

合

は

せ

は

あ

り

得
な

い

と

い

ふ

こ

と

だ
、

要
す
る

に
、

複
数
の

返
り

点

が

同

居
す

る

現
象
は、

次
の

四

つ

だ

け

に

限

ら

れ

る
。

レ

点

E
レ

点

甲
レ

点

天
レ

点

こ

れ

以

外

の

複
合
返

り

点
は

存
在
し

な
い
。

ニ

レ

点
・

下
レ

点
・

乙

レ

点
・

地
レ13
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明
星

大
学
研
究
紀
要
【

日

本
文

化
学

部

二、
高

語
文

化
学
科
】

第
十
四

号

　
二

〇
〇

六

年

点

な

ど

は、

す
べ

て

不

可
で

あ

る
。

ま

し

て

や、

上
二

点
・

甲

下

点
・

天

乙

点
な

ど

が

存
在
し

な
い

こ

と

は

言
ふ

ま

で

も

な

い
。

　

な

ぜ、

さ

う
な

の

か
。

　一

見、

最
も

あ

り

得
さ

う

な

ニ

レ

点
に

つ

い

て

説
明
し

て

み

よ

う
。

実
際、

も

し

次
の

や

う
に

ニ

レ

点
を

掛
け

た

ら、

ど

う

な

る

か
。

A
ラ

BCD

一

　

レ

点
の

指
示

に

従
へ

ば、

B
↓
A
と

返
る

こ

と

に

な

る
。

と

こ

ろ

が、

一

二

点
の

指
示

に

従
へ

ば、

D
↓
A
と

返

り

読
み

せ

ね

ば

な

ら

な

い
。

結
果
と

し

て
、

B
か

ら

A
に

返
る

の

か
、

そ

れ

と

も

D
か

ら
A
に

返
る

の

か
、

A
へ

の

返
り

読
み

経
路
が

分

裂
し

て

し

ま

ふ
の

だ
。

下
レ

点
・

乙

レ

点
・

地
レ

点
な

ど

も、

す
べ

て

同
様
の

理

山

で

排
斥
さ

れ

る
。

煩
を

避

け

て

具
体
的
な
説
明
は

省
略
す

る

が、

上

二

点
・

甲
下

点
・

天

乙

点
な

ど

は、

い

つ

れ

も

「

包
含
関
係
の

規
定
」

違
反

そ
の

他
に

よ

つ

て

排

斥
で

き

る
、

ど

う
い

ふ

わ

け
か
、

平
気
で

ニ

レ

点
や

下
レ

点
を

打
つ

学
生

が

跡
を

絶

た

な

い
。

．
要

す

る

に、

き

ち

ん

と

字
を

逐
つ

て

返
り

点

を

打
た

ぬ

か

ら、

存
在
し

な

い

は

ず
の

珍
妙
な

複
合
返

り

点
が

立

ち

現
れ

る

の

だ。

 
猶
ほ

水
の

東
西

を

分
か

つ

こ

と

無
き

が

ご

と
き

な

り

猶

水

之

無

分

於

東

西

也

　
こ

れ

ま

た

例
の

「

無
点
順
行
の

大

原
則
」

に

よ

り、
「

猶
ほ

水

の

東
西

を
」

ま

で

は、

何
も

手
を

触
れ

て

は

い

け

な

い
。

途

中
で

字
を

飛

び

越
え

よ

う

が、

置
き

字
が

あ

ら

う
が
、

と

に

か

く

ヒ

か

ら

下
へ

進

ん

で

ゐ

る

あ

ひ

だ

は、

手
出

し

無
用

で

あ

る
。

　
「

東
西

を

分
か

つ

こ

と
」

か

ら

返

り

読

み

が

開
始
さ

れ

る
。

二

れ

に

つ

い

て

も、

14

「

東
西
」

と

い

ふ

語
か

ら

「

分
一

に

返

る

も

の

と

理

解
し

て

は

な

ら

ぬ
。

あ

く

ま

で

「

西
」

字
か

ら

「

分
」

字
に

返

読
す

る

の

で

あ

る
。

と

な

れ

ば、
「

西
」

に

一

点
、

「

分
」

に

二

点

を

付
け
る

の

は

容
易
だ

ら

う
。

　

問
題
は、

次
の

「

分
か

つ

こ

と

無
き

が
」

で

あ

る
。

下

か

ら
一

二

点

が

逆
行
し

て

き
て

ゐ

る

の

を

見

る

と、

つ

い

「

無
」

に

三

点
を

打
ち、

さ

ら

に

再
読
文
字
「

猶
」

の

再
読
「

ご

と

き
」

に

返

る

た

め、
「

猶
」

に

四

点

を

打
ち

た

く

な

る
。

実
際、

か

つ

て

は

そ
の

や

う

な

返

り

点
も

許
容
さ

れ

て

ゐ

た
。

読
み

や

す
い

こ

と

は

た

し

か

で

あ

る
。＊

猶
四

水

之

無

分
＝

於

東

西一
也

　

と
こ

ろ
が
、

現

行
の

返

り

点
法
は、

か

う
し
た

返

り

点
を

許
さ

な

い
。

レ

点

の

用

法
が

厳
格
に

規

定
さ

れ

て

ゐ

る

か

ら

だ
。

す

な

は

ち、
「

分
か

つ

こ

と

無
き

が
」

は

連
続
し

た

二

字

「

無
分
」

の

転
倒
で

あ

る

か

ら
、

絶
対
に

レ

点
を

打
た

な

け
れ

ば

い

け

な
い

の

で

あ

る
。

　

で

は、

さ

ら

に

「

無
」

か

ら

「

猶
」

へ

は、

ど
の

や

う

に

返
る

の

か
。

上

下

点
を

打
つ

と、

左

の

や

う

に

な

る
。

＊

猶
ド

水

之

無
西

分一．
於

東

西「
也

　
こ

れ

が

不

可

な

の

は、

た

だ

ち
に

察
せ

ら

れ

る

だ

ら

う。

返

り

点
が

「

下
上

レ

ニ

一
」

と

な

り、

上

下

点
と
一

二

点
が

並

列
関
係
に

な
つ

て

し

ま

ひ、

包
含
関
係
を

成

し

て

ゐ

な
い

か

ら

だ
。

　
で

は、

上

下
点

を

あ

き

ら

め、

【

二

点
を

そ

の

ま

ま

延
長
し

て

三

四

点

を

使
ふ

と、

ど

う

な

る

か
。
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＊

猶
四

水

之

無
二

分・
於

東

西

也

　
こ

れ

も

不
可

で

あ

る
。

存
在
し

な

い

は

ず
の

「

三

レ

点
」

が

現
れ

て

ゐ

る

か

ら

だ
。

レ

点
に

従
つ

て

も

「

分
↓
無
」

、

二

三

点
の

指
示

に

従
つ

て

も

「

分
↓
無
」

と

返

る

こ

と

に

な

り、

指
示
が

重

複
し

て

し

ま

ふ

う
へ

、

そ

も

そ

も

連

続
し

た

二

字
「

無

分
」

の

転
倒
に

は

必

ず
レ

点
を

打
つ

こ

と

に

な
つ

て

ゐ

る

の

だ

か

ら、

二

三

点

で

返

す
こ

と

は

決
し

て

許

さ

れ

な

い

の

で

あ

る
。

　
さ

て
、

ど

う

す

る

か
。

実
の

と
こ

ろ
、

す
べ

て

の

原
則
・

規
定
に

違
反

せ

ず
に

す

む
の

は、

左

の

ご

と

き

返
り

点
の

み

で

あ

る
。

す

な

は

ち、

こ

れ

が

正

解
だ
。

猶
二

水

之

無
レ

分
一
於

東

西．
也

　

な

ん

と

も

読
み

づ

ら

い

が、

仕
方

な

い
。

か

つ

て

行
は

れ

て

ゐ

た

や

う

に、

下

か

ら

上

へ

「

四

↑
三

↑
二

悟
一
」

と

順
に

せ

り

上

が

つ

て

く

る

は

う
が、

は

る

か

に

読

み

や

す
い

だ

ら

う
。

け
れ

ど

も、

現

在、

レ

点
の

用
法
が

厳
し

く

規
定
さ

れ

て

ゐ

る

以

上、

連

続
し

た

二

字
「

無
分
」

を

二．
二

点
で

転
倒
さ

せ

る

こ

と

は

で

き

な

い
。

連

続
し

た
二

字
を

返

せ

る

の

は
レ

点
の

み、

と

強
い

制
約
を

設
け

た

結
果

、

福
が

転
じ

て

禍
と

な

つ

て

し

ま
つ

た

例
で

あ
る
。

　

な

ほ、

最
後
の

「

ご

と

き

な

り
」

は、
「

猶
」

か

ら

「

也
」

へ

、

す

な

は

ち

上

か

ら

下
へ

と

進
ん

で

ゐ

る

た

め、

か

な

り

の

字
数
を

飛

び

越
し

て

は

ゐ

る

も
の

の
、

や

は

り

何
も

手
を

下
す
必

要
は

な

い
。

こ

の

や

う

に

多
数

の

字
を

隔
て

て

ゐ

る

と
、

つ

い

何
か

し

な

け

れ

ば

い

け
な

い

や

う

な

不

安
に

と

ら

は

れ

て、

要

ら

ざ

る

返

り

点
を

付

け

て

し

ま

ふ

学
生

が

少
な

く

な

い

や

う
だ。

あ

く

ま

で

原
則
・

規

定
ど

ほ

り

に

処

理

す

る

や

う、

常
に

注

意
し

て

お

か

ね

ば

な

ら

ぬ
。

返

り

点

を

正

し

く

打．
つ

た

め

に

古
田

島

洋
介

　
ほ

ま

　

　

　

　

　

　

　

　

も

と

　

　

ゆ

ゑ

ん

 
誉
れ

を

郷
党
朋

友
に

要
む

る

所
以
に

非
ざ

る

な
り

非

所

以

要

誉

於

郷

党

朋

友

也

　
「

誉
れ

を

郷
党
朋
友
に
」

ま

で

は、

例
の

ご

と

く

何
も

触
ら

な

い
。

「

郷
−

党
朋
−

友」

の

や

う

な

連

読
符
号
は、

ま
つ

た

く

不．
要
で

あ

る
。

「

友
」

か

ら

「

要
」

へ

一

二

点
で

返

る

こ

と

は

明

ら

か

だ

ら

う
。

　

少
し

引
つ

掛
か

り

を

覚
え

る

の

は
、

「

要
一

か

ら

「

所
以
」

に

返
る

部
分
だ

が、

こ

れ

も

「

要．一

か

ら
「

所
以
」

と

い

ふ

語
に

返

る

の

で

は

な

く、

あ

く

ま
で

「

要
」

か

ら

「

所
」

に

返

読
す
る

の

だ

と

字
を

逐
へ

ば
、

「

所
」

に

三

点
を

付
け

る

の

は

容

易

だ

ら

う。

　

問

題
は

「

所
以
に

非
ざ

る
」

だ
。

三

点
に

よ

る

切

断
を

防
ぐ

べ

く
、

「

所
−

以
」

と

連

読
符
号
を

付
け

る

ま

で

は

よ

い
。

で

は、
「

非
」

に

返

る

に

は、

ど

の

返
り

点

を

使
へ

ば

よ

い

の

だ

ら

う
か
。

た

い

て

い

の

学
生
が

次
の

や

う
に

レ

点
で

返

ら

う

と

す

る
。

＊

非
レ

所一．
−

以

要一一
誉

於

郷

党

朋

友、
也

　

し

か

し、

こ

れ

は

不

可
だ。
「

所
以
」

の

二

字
を

読
み

終
は

つ

た

と

き、

ど

こ

に

位
置

し

て

ゐ

る

か

と

言
へ

ば、

そ

れ

は

「

以
」

字
で

あ

り、
「

所
」

字
で

は

な

い

か

ら

だ。

つ

ま

り、
「

以

↓
非
」

と

返
る

の

で

あ

り
、

「

所
↓
非
」

と

返

す
わ

け

で

は

な

い

の

で

あ

る
。

も

し

「

所
↓
非
」

な

ら

ば、

連
続
し

た

二

字
「

非

所
」

の

転
倒
で

あ

る

か

ら、

も

ち

ろ

ん
レ

点
で

よ

い
。

け

れ

ど

も、
「

以
↓
非
」

と

返

る

以

上、

連
続

し

た

二

字
を

転
倒
さ

せ

る

わ

け

で

は

な

い

た

め、

レ

点
で

は

返

れ

な

い
。

結
局、

左15

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明
星

大
学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学
部
・
言

語

文

化
学
科】

第
i
四

号

　
、

00

六

年

の

ご

と

き

返
り

点
が

正

解
と

な

る
。

非
四

所
コ

以

要
二

誉

於

郷

党

朋

友一
也

　

こ

こ

で

確
認

し

て

お

く
べ

き
は

、

「

所
以
」

か

ら

「

非
」

に

返

読
す
る

と

き
、

三

四

点
が

「

所
以
」

と

い

ふ

語
か

ら

「

非
」

に

返

る

や

う

指
示

し

て

ゐ

る

こ

と

だ
。

既

述
の

や

う

に、

二

点
か

ら

三

点
へ

と

進

む

さ

い

は
、

「

要
」

か

ら

「

所
」

へ

字
単
位

の

考
へ

で

返
す

が、

い

ざ

三

点

が

付
く

と、

そ

の一一．
点

は

「

所
以
」

と

い

ふ

語
に

付

け

た

も
の

と

見

な

し、

さ

ら

に

四

点
の

付
い

た

「

非
」

へ

と

進

む
の

で

あ

る
。

や

は

り、

連
読
符
号
で

結
ば

れ

た

語

「

所
以
」

が

中
継
点
に

な

る

と

き

は、

語
単
位
の

考

へ

が

例
外
的
に

顔
を

の

ぞ

か

せ

る

わ

け

だ
。

か

う

し

た

例
外
を

嫌
つ

て

字

単
位
の

考

へ

を

押
し

通
し、

次
の

や

う

な

返

り

点

を

打
つ

と、

こ

れ

ま

た

既
述

の

ご

と

く、

前

者
は

「

加
点
逆
行

の

規

定
」

に、

後
者

は

「

包

含
関
係
の

規
定
」

に

違

反

す
る

こ

と

に

な

る
。

＊

非
五

所
三

以
四

要
二

誉

於

郷

党

朋

友冖
也

＊

非
下

所
三

以
上

要
二

誉

於

郷

党

朋

友一
也

　

　

　
　
　

な

 
鳥
の

梅
樹
に

啼
く

声
を

聞
く

聞

鳥

啼

梅

樹

声

　

ど

う

と

い

ふ

こ

と

も

な

い

例
題
で、

例
の

や

う
に

「

鳥
の

梅
樹
に
」

ま

で

は

何
も

手

を

下

さ

ず、
「

樹
」

か

ら

「

啼
」

に
一

二

点
で

返
り、

さ

ら

に

そ

の

外
側
で

「

声
」

か

ら

「

聞
」

に

上

ド

点
で

返

れ

ば

よ

い
。

正

解
は

左

の

ご

と

し
。

16

聞
下

鳥

啼
二

梅

樹一

声
ト

　

た

だ

し、

こ

ん

な

簡
単

な

例
題
な

ぞ
、

と

踏
み

倒
す
こ

と

な

か

れ
。

な

ぜ

な

ら、

次
の

や

う

な

返

り

点
を

付
け

て

も、

正

し
い

読
み

が

得
ら

れ

る

か

ら

だ
。

＊

聞
四

鳥

啼一一
梅

樹一
声
三

　

も

し

「

こ

れ

で

も

十
分
に

読
め

る

で

は

な

い

か
」

と

開

き

直
ら

れ

た

ら、

ど

う
す

る

か
。

た

し

か

に
、

読
め

る

の

で

あ

る
。

「

包
含
関

係
の

規
定
」

を

持
ち

出
し

て、

「

一

二

点
の

外

側
で

は

上

下

点
を

使
ふ
」

と

言

つ

て

も、

説
得
は

難
し
い

だ

ら

う
。

上

下

点
そ
の

も

の

を

用
ゐ

て

ゐ

る

わ

け
で

は

な

い

か

ら

だ
。

　

す

で

に、

次
の

や

う
な

返

り

点
が

不
可

で

あ
る

こ

と

は

論
じ

て

お

い

た
。

＊

以
二

五

十
歩一
笑
四

日

歩
三

　
返
り

点
の

指
示

に

従
ふ

と、
「

百
」

字
が

読
め

な

く

な
つ

て

し

ま

ふ

か

ら

で

あ

る
。

と

こ

ろ

が、

こ

の

文
で

は．
二

四

点
の

あ

ひ

だ

に

「

百

歩
」

の

二

字
が

挟
ま
つ

て

ゐ

る

た

め

に、
「

百
」

字
を

取
り

落
と

す
こ

と

に

な

つ

た

の

で

あ

り、

本
例
題

の

や

う
に

、

一
二

点
ま
で

読
み

進
め

た

時
点
で
、

＝ ．
点
・

四

点
が

そ

れ

ぞ

れ

関

は

る

「

声
」

「

聞
」

以

外
に

残
さ

れ

た

字
が
一

つ

も

な
い

場
合
に

は
、

結
果
と

し

て

正

し

い

読
み

が

得
ら

れ

る

の

で

あ

る
。

　
も

は

や、

お

気
づ

き

だ

ら

う
。

か

か

る

返
り

点
を

排
斥
す
る

に

は、
「

加
点
逆

行

の

規
定
」

を

持
ち

出
す
し

か

な

い

の

で

あ

る。
「

四

二

一

三
」

は

形
式
と

し

て

不

可
、

正

し

い

形
式
は

「

四

三

二

一
」

だ

と

規
定
し

て

お

く

よ

り

仕
方
が

な

い
。

か

う

し

た
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場
面

に

備
へ

る

意
味
で

も
、

「

加

点
逆
行
の

規
定
」

を

設

け

て

お

く

必

要
が

あ
る

わ

け

だ
。

　
　
　
た

　
　
 
惟
だ

宜

し

く

其
の

羈
絆
を

急

に

し
、

其
の

欲

す

る

所
に

任
す
べ

か

ら

ざ

る

べ

　
　
　
し

　
　
　
惟

宜

急

其

羈

絆、

不

可

任

其

所

欲

　
前
半
の

「

惟
だ

宜
し

く

其
の

羈
絆
を
」

ま

で

は
、

そ

の

ま

ま

何
も

手
を

着
け

な

い
。

す
で

に

十
分
に

御
理

解
い

た

だ

け

て

ゐ

る

こ

と

だ

ら

う。

む

ろ

ん、
「

絆
」

か

ら

「

急
」

へ

は、

＝
一
点
で

返
る

。

　
後
半
に

入

り、
「

欲
す
る

所
」

は

連
続
し

た
二

字
「

所
欲
」

の

転
倒
で

あ

る

か

ら、

レ

点
を

付
け

る
。

「

所
」

か

ら

「

任
」

へ

は
、

一

二

点
を

使
ふ
。

三

四

点
で

は

「

加

点
逆
行
の

規
定
」

に、

上

下

点

で

は

「

包
含
関
係
の

規

定
」

に

違
反

し

て

し

ま

ふ

か

ら

で

あ

る
。

結
果
と

し

て、
「

所
欲
」

の

あ
ひ

だ

に
一

レ

点
が

付
く

わ

け

だ。
「

任
す

べ

か

ら

ざ

る
」

は、

ま
つ

「

可
任
」

の

二

字
を、

次
い

で

「

不

可
」

の

二

字
を

転
倒

さ

せ

る。

い

つ

れ

も

連
続
し

た
二

字
で

あ

る

か

ら
、

レ

点
で

返

す

ほ

か

は

な

い
。

　
最
後
の

「

ざ
る

べ

し
」

は
、

「

不
」

か

ら

再
読
文

字
「

宜
」

の

再
読
に

返
す

。

す

で

に

「

絆
」

「

急
」

に

一

二

点

が

付

い

て

を

り、

そ

の

外

側
で

返

る

の

だ

か

ら、

「

不
」

に

L
点

、

「

宜
」

に

下

点

を

掛
け

れ

ば

よ

い
。

正

解
は

左

の

と

ほ

り
。

　
　
　
惟

宜
ド

急
二

其

羈

絆ハ

不
占

可
レ

任
二

其

所
ρ

欲

　
一

見、

前
半
の

上

下

点

と

後
半
の
一

二

点
が

並

列
関

係
に

陥
つ

て

ゐ

る

や

う
な

印

象
だ

が
、

上

下

点

の

内
部
に

＝
一
点
が

含
ま

れ、

前
半
に

お

い

て

包
含
関

係
を

成
し

返
り

点
を

正

し

く

打
つ

た

め

に

占
田

島
洋
介

て

ゐ

る

た

め、

こ

れ

で

差

し

支
へ

な

い
。

　
　
 
学
徳
を

備
へ

し

者
を

得
て

之

を

友
と

せ

ん

と

欲
す

　
　
　
欲

得

備

学

徳

者

友

之

　
や

た

ら

上

下
に

揺
さ

ぶ

ら

れ

る

や

う
な

例
題
だ

が、

あ

わ

て

る

こ

と

な

く

原
則
・

規
定
を

適
用

す

る
。

「

徳
」

か

ら

「

備
」

へ

は
一

二

点、

そ

の

外

側
の

「

者
」

か

ら

「

得
」

へ

は

上

ド

点
で

返

る
。

「

之
を

友
と

せ

ん

と
」

は
、

連
続
し

た
二

字
「

友
之
」

の

転
倒
で

あ

る

か

ら、

レ

点

で

返
す

。

そ

し

て、

す

で

に
一

二

点
・

上

下

点

を

用

ゐ

た

外
側
で

「

友
」

か

ら

「

欲
」

へ

と

返

る

た

め
、

包
含
関
係
の

規
定

ど

ほ

り、
「

友
」

に

甲
点、
「

欲
」

に

乙

点
を

掛
け
る
。

結
果
と

し

て
、

「

友
」

と

「

之
」

の

あ

ひ

だ

に

甲
レ

点
が

付
き、

正

解
は

次
の

や

う

に

な

る。

　
　
　
欲
乙

得
「

備
二

学

徳一
者
上

友甲レ
之

　
素
直
に

原
則
・

規
定
を

適
用

す
れ

ば

正

解
が

得
ら

れ

る

好

例
だ

ら

う
。

こ

れ

ま

で

に

見
た
一
レ

点
と

同

じ

く、

レ

点
を

付
け、

甲
乙

点
を

掛
け

た

結
果、

自
然
に

甲
レ

点
の

で

き

あ

が

る

過
程
が

御
確
認
い

た

だ

け

る

こ

と

と

思
ふ

。

甲
レ

点
と
い

ふ

特
殊

な

機
能
を

持
つ

複
合
返

り

点
が

存
在
す

る

わ

け
で

は

な

い
。

こ

れ

は、

上
レ

点
・

天

レ

点
に

つ

い

て

も

同

様
で

あ

る
。

　
　

お

よ

　
　
 
凡

そ

人

は

其
の

可
と

す

る

所
に

従
ぴ

て、

其
の

不

可

と

す
る

所
を

去
ら

ざ

る

　
　
　

せ

　
　
　
は

莫
し

17

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明

星
大

学
研

究

紀
要
【

日

本
文
化
学
部
・
言
語
文

化

学
科
】

第
十
四

号

　
二

〇
〇
六

年

凡

人

莫

不

従

共

所

可、

去

其

所

不

可

　

前
半
は

「

可
と

す

る

所
に

従
ひ

て
」

か

ら

返

り

読
み

が

始
ま

る
。

「

叮

と

す

る

所

に
」

は
、

連
続
し

た

二

字
「

所
可
」

の

転
倒
だ

か

ら
、

例
に

よ

つ

て

レ

点
で

返

す
。

「

所
に

従
ひ

て
」

は、

一

二

点。

結
果

と

し

て
、

「

所
」

と

「

可
」

の

あ

ひ

だ

に
一

レ

点

が

位
置
す
る
こ

と

と

な

る
。

　

後
半
の

「

不

可

と

す

る

所
を

去

ら

ざ

る

は

莫
し
」

は、
「

可

↓
所
↓
去
↓
不

↓
莫
」

と

返

る
。

最
後
の

「

不

↓
莫
」

は

連

続
し

た

∴

字
「

莫
不
」

の

転
倒
で

あ

る

た

め
レ

点
を

打
つ

が
、

す

で

に

「

所
↓
従
」

に

用

ゐ

た
一

二

点
の

外
側
で

「

可

↓
所
↓
去
↓

不
」

と

返

る

に

は

四

つ

の

点
が

必

要
で

あ

り、

三

つ

し

か

符
号
の

な
い

E
中
下
点
で

は

不

足

を

来
た

す。

想
ひ

起
こ

し

て

い

た

だ

き

た

い、

こ

の

や

う
な

場
合
に

は、

例

外
措
置
と

し

て
、

上

中
下

点
を

放
棄
し、

た

だ

ち

に

甲
乙

点
を

使
つ

て

よ

い

の

で

あ

る
。

結
局、
「

可
」

に

甲
点、
「

所
」

に

乙

点、
「

去
」

に

丙
点、
「

不
」

に

丁

点
を

付

け

れ

ば、

左

記
の

や

う
な

正

解
が

得
ら

れ

る

こ

と

と

な

る
。

凡

人

莫
レ

不
丁

従
．
其

所
ワ

可、

去
丙

其

所
乙

不

可
甲

　
　

　

　

と

く

く

わ

 
大
王

之
を

督
過
す

る

に

意
有
り

と

聞
く

聞

大

王

有

意

督

過

之

　
こ

れ

は

学

生

に

と
つ

て

難
題
中
の

難
題
で

あ

る

ら

し

く、

詳
し

い

説
明
を

繰
り

返

し

て

か

ら

試
験
で

出

題
し

て

も、

き

は

め

て

正

答
率
が

低
い
。

し

か

し、

地
道
に

字

を

逐
つ

て

原

則
・

規

定
を

適
用
し

さ
へ

す

れ

ば、

造

作
も

な

い

例
題
だ
。

　
「

之

を

督
過
す
る

に
」

は、
「

之
」

字
か

ら

「

督
」

字
に

返

る

た

め、
「

之
」

に

一

18

点、
「

督
」

に

二

点
を

付
け

る
。

繰
り

返

し

解
説
し

て

き

た

と

ほ

り、
「

之
」

か

ら

「

督
過
」

と
い

ふ

語
に

返
る

と

考
へ

て

は

い

け

な
い

。

と
乙

う

が
、

一
二

点
を

掛
け

た

だ

け
で

は、

二

点
に

よ

つ

て

「

督
過
」

が

切

断
さ

れ

て

し

ま
ふ

。

そ
こ

で、

切

断

を

防
止

す
べ

く、
「

督
過
」

二

字
の

あ

ひ

だ

に

連
読
符
号
を

付
け

る
。

　
次
い

で

「

意
」

に

返

る

に

は、

二

点

を

添
へ

た

「

督
過
」

の

語
か

ら

「

意
」

に

返

す
と

考
へ

て
、

一，冖
点
を

「

意
」

に

付
け
る
。

既
述
の

ご

と

く、

連
読
符
号
を

付
け

た

熟

語
が

中
継
点
と

な

る

場
合
に

は
、

例
外
的
に

語
単

位
の

考
へ

が

顔
を

の

ぞ

か

せ

る

か

ら

だ
。

む

ろ

ん
、

字
単

位
で

考
へ

て

も
、

「

過
」

か

ら

「

意
」

に

も

ど

る

た

め、

レ

点
で

返
す
こ

と

は

で

き

な
い

。

　
さ

ら

に

「

意
有
り

」

は、

連
続
し

た
二

字
「

有
意
」

を

転
倒
さ

せ

る

た

め、

レ

点

を

打
た

な

け

れ

ば

い

け

な

い
。

「

有
」

に

四

点
を

掛
け

る

と、

三

四

点
で

レ

点
の

機

能
を

代

替
す
る

こ

と

に

な

る

の

で、

規

定
違
反

だ
。

　
最
後
に

「
有
↓
聞
」

と

返
る

こ

と

に

な

る

が、

す

で

に

例
題
 
で

類
例
を

論
じ

た

ご

と

く、

こ

れ

を

四

五

点
や
ヒ

下

点
で

返

す
二

と

は

で

き

な

い
。

四

五

点
を

使
へ

ば、

「

有
」

に

四

レ

点
と

い

ふ

珍．
妙
な

複
合

返

り

点

が

付
く

こ

と

に

な

る
。

上

下

点
を

用

ゐ

る

と
、

返

り

点

が

「

下
上
レ

三
一

二
」

と

な
つ

て

し

ま

ひ
、

＝
一
点
と
L
下
点
が

並
列
関
係
を

成

し

て、
「

包
含
関
係
の

規

定
」

に

違
反

す

る
。

か

く

し

て、

再
び
一

二

点
を

使
ぴ、

「

有
」

に
一

点、
「

聞
」

に

二

点
を

付
け

る

わ

け

だ。

結
果
と

し

て

「

有
」

に
一

レ

点
が

付
き、

そ

の

レ

点
を

目

指
し

て、

下
か

ら

＝
一
点
が

連
読
符
号

を

も

伴
つ

て

「

三

↑
二

↑
一
」

と

逆
行

し

て

く

る

た

め、

例
題
 
と

同
じ

く、

す
こ

ぶ

る

読
み

づ

ら
い

印
象
だ

が
、

現
行
の

返

り

点
法
で

は、

こ

れ

が

正

解
と
さ

れ

る

の

で

あ

る
。

聞・
大

王

有
。

意＝

督
−

過

之一
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い
ま

　
　

かつ

 
未
だ

嘗
て

桓
霊
に

歎
息
痛
恨
せ

ず
ん

ば

あ

ら

ざ

る

な

り

未

嘗

不

歎

息

痛

恨

於

桓

霊

也

　

こ

れ

も

学
生

に

と
つ

て

難
題
中
の

難
題
で

あ

る

や

う

だ
。

し

か

し、

や

は

り

今
ま

で

の

説
明
ど

ほ

り

に

返

り

点
を

打
て

ば
、

自
つ

か

ら

正

解
が

得
ら

れ

る
。

　
「

未
だ

嘗
て

桓
霊

に
」

ま

で

は、

上

か

ら

下
へ

と

進

ん

で

ゐ

る

た

め、

例
の

と

ほ

り

何
も

手
を

着
け

な
い

。

「

桓
霊
に

歎
息
痛
恨
せ
」

か

ら
、

返

り

読
み

に

入

る
。

く

ど

い

や

う
で

恐
縮
だ

が
、

「

桓
霊
」

と

い

ふ

語

か

ら

「

歎
息
痛
恨
」

と

い

ふ

語
に

返

る

わ

け

で

は

な

い
。

あ

く

ま

で

も

「

霊
」

字
か

ら

「

歎
」

字
に

返

す
の

で

あ

る
。

し

た

が

つ

て、
「

桓
−

霊
」

の

ご

と

き

連

読
符
号
は

ま
つ

た

く

無
用

。

「

霊
」

に

一

点、

「

歎
」

に

二

点
を

付
け

る
。

　
「

歎
息
痛
恨
」

は、

前
掲
の

「

加
点
逆
行
の

規
定
」

の

例
外
た

る

「

比
訓

肩

接
」

踵

一

時一
L

（

一

時
に

比

肩
接
踵

す
）

と

同
形
だ。

し

た

が

つ

て、

熟
語
そ

れ

ぞ

れ

を

連

読
符
号
で

つ

な

ぎ、
「

歎
息
」

に

二

点、
「

痛
恨
」

に

三

点
が

付
く
こ

と

と

な

る
。

　

そ

し

て、

「

痛
恨
せ

ず
ん

ば

あ

ら
」

で
、

「

痛
恨
」

か

ら

「

不
」

に

も

ど

る

が
、

こ

れ

は

そ

の

ま

ま
一

二

点
を

延

長

し
、

三

点
の

「

痛

恨
」

か

ら、

四

点
を

付

け

て

「．
不
」

に

返

せ

ば

よ

い
。

「

恨
」

に

上

点、
「

不
」

に

下

点
を

付
け

た

り

す
る

と、

返

り

点
が

「

下
二

三

上
一
」

と

並

ん

で、

「

二

点
と

上

下

点
が

交

錯
関

係
に

陥
り、

「

包
含
関
係
の

規
定
」

付
帯
事
項
 
に

違
反
し

て

し

ま

ふ
。

　
「

ず
ん

ぼ

あ

ら

ざ

る
」

は、

四

点
を

付
け

た

「

不
」

か

ら
、

さ

ら

に

再
読
文
字

「

未
」

の

再
読
に

返

す
の

で

あ

る

か

ら、
「

未
」

に

五

点
を

掛
け

る

の

は

容
易
だ

ら

う
。

「

ざ

る

な

り
」

は、

上

方
の

「

未
」

の

再
読
か

ら

下
方
の

「

也
」

へ

と

進

む

た

め、

少
な
か

ら

ぬ

字
数
を

飛
び

越
す
と

は
い

へ

、

と

に

か

く

上
か

ら

下
へ

と

読
み

進
め

る

以
上、

例
題
 
で

解
説
し

た

や

う
に
、

何
も

触
る

必

要
は

な

い
。

結
局、

正

解
は

次

返

り

点
を
正

し

く

打
つ

た

め

に

古

田

島
洋

介

の

や

う

に

な

る
。

未
五

嘗

不
四

歎
コ

息

痛
ヨ

恨

於

桓

霊一
也

　

か

な

り

複
雑
な

返

り

点
だ

が
、

こ

れ

ま

で

の

原

則
・

規

定
の

応
用
に

す
ぎ

ぬ
こ

と

は

御
理

解
い

た

だ

け

る

だ

ら

う。

　

な

ほ、

類
例
「

比
訓

肩
接
ヨ

踵
一

時一
」

（

一

時
に

比

肩
接
踵
す
）

の

と
こ

ろ

で

も

述

べ

た

が、

右
の

や

う

な

返

り

点
が

主

流
と

い

ふ

だ

け
で
、

左

記
の

ご

と

き

返

り

点
を

打
つ

て

も、

決
し

て

誤
り

で

は

な
い

。

未
四

嘗

不一一一
歎
淵

息
−

痛
−

恨

於

桓

霊一
也

　
こ

れ

を

認

め

な
い

人
も

ゐ

る

だ

ら

う
が
、

や

は

り

既
述
の

や

う

に、

か

う

し

た

返

り

点
を

も

寛
大

な

態
度
で

許

容
し、

せ

い

ぜ

い

些
少
の

減
点
に

と

ど

め

る

べ

き

だ

と

い

ふ

の

が

私
見
で

あ

る
。

　

　

　

　
　
　

　

　

　
た

く

は

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
た

も

　

　

 
汝
を

し

て

妻
子

を

蓄
へ

飢
寒
を

憂
ふ

る

を

以

て

心

を

乱
さ

ず
銭
財
を

有
つ

て

　

　

　
以
て

医
薬
を

済
せ

し

め

ん

使

汝

不

以

蓄

妻

子

憂

飢

寒

乱

心

有

銭

財

以

済

医

薬

　

い

よ

い

よ

最
後
の

例
題
で

あ

る
。

使
役
形
「

（

入
）

を

し

て

〜
せ

し

む
」

に

さ

へ

留
意
す
れ

ば、

や

た

ら

に

返

り

読
み

が

多
い

だ

け

で、

特
に

難
し

い

こ

と

は

な
い

。

　
「

妻
子

を

蓄
へ

」

は
、

「

子
」

か

ら

「

蓄
」

へ

→

二

点
で

返
る

。

「

飢
寒
を

憂
ふ

る

を

以

て
」

は、

そ
の

外
側
で

「

寒
↓
憂
↓
以
」

と

返

す
の

だ

か

ら、

そ

れ

ぞ

れ

煩
に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
卜
四

号

　
．

○

〇
六

年

上

中
下

点
を

掛
け

る
。

「

心

を

乱
さ
」

は
、

連
続
し

た

二

字

「

乱
心
」

の

転
倒
ゆ

ゑ、

レ

点
を

付
け

る

し

か

な

い
。

「

乱
さ

ず
」

は

「

乱
」

か

ら

「

不
」

へ

返

つ

て

ゐ

る

が、

す
で

に

上

中
下

点
を

使
つ

た

外
側
で

返

る

た

め、
「

乱
」

に

甲
点、
「

不
」

に

乙

点
が

付
く
。

結
果
と

し

て
、

「

乱
」

の

左

下

に

甲
レ

点
が

出
現
す

る
。

　
「

銭
財
を

有
つ

て
」

は、
「

財
」

か

ら

「

有
」

に

も

ど

る
。

す
で

に

甲

乙

点
ま

で

用

ゐ

て

ゐ

る

た

め、

一

瞬、

天

地

点
を

掛
け
た

く

な

る

が
、

ま
つ

た

く

包

含
関
係
を

成

さ

ぬ

ゆ

ゑ

に

不

可
。

改

め

て

「

財
」

に
一

点、
「

有
」

に

二

点

を

付

け

る

し

か

な

い
。

見

か

け

上、

上

方

の

甲

乙

点
と

ド
方
の

→
二

点

が

並

列
関
係
に

陥
つ

て

し

ま

ふ

か

の

や

う
だ

が
、

上
方
の

甲

乙

点
は

内

部
に

上

中
下
点
・
一
二

点
を

包
み

込

ん

で

ゐ

る
の

で
、

問
題

は

生
じ

な

い
。

す

で

に

例
題

 
で

見

た

の

と

同

様
の

形
式
を

持
つ

返

り

点

で

あ

る
。

　

末
尾

の

「

医
薬
を

済
せ

し

め

ん
」

は
、

「

薬
↓
済
↓
使
」

と

返
す
こ

と

に

な

る
。

す

で

に

甲

乙

点
ま

で

使
ひ、

さ

ら

に

改
め

て
一

二

点
を

も

掛
け

て

ゐ

る

が
、

そ

れ

ら

を
一

気
に

包
み

込

ん

で
、

外
側
で

返

る

わ

け

だ。

御
明
察
の

と

ほ

り
、

つ

ひ

に

天

地

人

点

に

登
場
し
て

も

ら

は

ね

ば

な

ら

な
い

。

「

薬
」

に

天

点
、

「

済
」

に

地
点、
「

使
」

に

人

点
を

付
け
れ

ば、

左
の

や

う

な

正

解
が

得
ら

れ

る
。

使
人

汝

不
乙

以
下

蓄

妻

子一
憂
申

飢

寒
上

乱
甲レ
心

有
二

銭

財一
以

済
地

医

薬
大

　

以

上、

ざ
つ

と

こ

の

や

う
な

具

合
だ
。

多
少
の

要
領

さ

へ

習

得
し

て

お

け

ば、

レ

点
の

規
定
が

厳
格
な

だ

け

に、

現
行
の

返

り

点
は

捌
き

や

す
い

の

で

あ

る
。

し

か

も、

右
の

例
題
 
〜
 
に

は

か

な

り

複
雑
な

も
の

も

混

ざ

つ

て

を

り、

そ
こ

ま
で

煩
雑
な

返

り

点

を

付
け
る

機
会
は

滅
多
に

な
い

。

ふ

つ

う

は
レ

点

と
一

二

点
で

片
が

付
き、

せ

い

ぜ

い

上

中
下

点

ど

ま

り、

甲
乙

点
を

用

ゐ

る

こ

と

は

ほ

と

ん

ど

な

く
、

天

地
人

点
に

至
つ

て

は、

一

生

に

わ

た

つ

て

不

要

と

称
し

て

も

過

言
で

は

な

い

く

ら

ゐ

だ
。

20

麻
雀
で、＝
口

へ

ば、

ほ

ぼ

九

連

宝

灯

に

似
る

。

　

た

だ

し、

自
ら

九

連

宝
灯
で

あ

が

つ

た

経
験
が

な

く

と

も、

九

連
宝

灯
が

如
何
な

る

役
満
で

あ

る

か

は

知
つ

て

お

き

た

い

と
こ

ろ

だ

ら

う。

そ

れ

と

同

じ

く、

如
何
な

る

返

り

点
が

必

要
と

な

つ

て

も、

白
ら

付

け

ら

れ

る

自
信
だ

け

は

養
つ

て

お

き

た

い

も

の

だ
。

右
の

や

う

に

く

ど

く

ど

し

く

字
句
で

説
明
す

る

か

ら

厄

介
に

見
え

る

に

す

ぎ

ず、

実
際
に

は

ち

よ

い

と

心

得
て

お

き

さ

へ

す

れ

ば

十

分
。

こ

こ

ま

で

述
べ

立

て

て

き

た

要
領
な

ど、

さ

し

た

る

記
憶
の

負
担
に

は

な

ら

な
い

の

で

あ

る
。

要

は、

注

意
力
の

み

だ。

六

　
ま

と

め

　
で

は、

最
後
に

、

本

稿
で

示

し

た

返

り

点

を

付
け

る

た

め

の

原
則
・

規
定
の

類
を

簡
略
に
一

括
し、

要
点
を

示

し

て

お

か

う。

読
者
各
位
が

返

り

点
を

打
つ

さ

い

に、

ま

た

何
か

の

機
会
で

返

り

点
の

打
ち

方
を

教
へ

る

さ

い

に
、

些
少
な

り

と

も

役
に

立

つ

点
あ

ら

ば

幸
ひ

で

あ

る
。

A
「

無
点
順
行
の

大

原
則
」

　

　
・

上

か

ら

下
へ

と

読
み

進

め

て

ゐ

る

あ

ひ

だ

は、

返

り

点
を

打
つ

て

は

い

け

　

　

な

い
。

B
「

逐

字
逆
行
の

原
則
」

　

　
・

語
単−
位
で

は

な

く
、

字
単
位

で

考
へ

、

字
を

逐
つ

て

返
り

点
を

打
つ

。

C
　
用
法

　

ア

　
レ

点
の

規
定

　

　

　
連

続
し

た

二

字
を

転
倒
さ

せ

る

場
合

は、

レ

点
を

用
ゐ

る
。

　

＊

付
帯
事
項
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イ

 
連
続
し

た
二

字
の

順
序
を

転
倒
さ

せ

る

場
合
以

外
に
、

レ

点
を

用
ゐ

て

　
は

な

ら

な
い

。

 
連
続
し

た
二

字
の

順
序

を

転
倒
さ

せ

る

場
合
に、

レ

点
以

外
の

返
り

点

　
を

用
ゐ

て

は

な

ら

な

い
。

一

二

点
・

上

中
下

点
…

…

の

規
定

連
続
し

た
二

字
以

外
の

順

序
を

転
倒
さ

せ

る

場
合
は、

へ

二

点
・

上

中
下

点
…

…

を

用

ゐ

る。

（

1
）

　
「

加
点
逆
行
の

規

定
」

（

各
点
内
部
の

規
定
）

　
　
・

…

…

↑
四

↑
三

↑
二

↑
一

　
　
・

下

↑
中
↑
上

　
　
・

…

…

↑
丙
↑
乙

↑
甲

　
　
・

人

↑
地

↑
天

＊

注

意
事
項

　
・

二

つ

だ

け

使
ふ

と

き、

上
中
下

点
は

上
・

下

を、

天
地

人
点
は

天
・

　
　

地

を

用
ゐ

る
。

（

2
）

　
「

包

含
関
係
の

規
定
」

（
各
点
間
の

相
互

関
係
の

規
定
）

　
　

地

乙

下

二

　

一

上

甲

天

　
　
　
＊

付
帯
事
項

　
　
　

　

 
各
点
間
の

並
列
関
係
は

不

可
。

　
　
　

　
　

 
各
点
問
の

交
錯
関
係
も

不

可。

D
　
例
外
措
置

　
（

1
）

　
「

逐

字
逆
行
の

原
則
」

の

例
外

　
　
・

連

読
符
号
を

付
け

た

熟
語
が

中
継
点
に

な

つ

て
、

さ

ら

に

返
り

点
で

返
す

　
　
　

場
合、

そ

の

中
継
点

の

熟
語

に

付

け

た

返

り

点
は、

当
該
の

熟
語
を

語
単

返

り

点
を

正

し

く

打
つ

た

め

に

古

田

島

洋
介

　

　

　
位
で

表
は

す
。

　
（

2
）

　
「

加
点
逆
行
の

規

定
」

の

例
外

　

　
・

比
訓

肩
接
ヨ

踵
一

時一
　

（

一

時
に

比

肩
接
踵
す）

　

　
・

有
四

楚
二

大
ヨ

夫

於
此一
　
（

此

に

楚

の

大
夫
有
り）

　
（

3
）

　
「

包
含
関
係
の

規

定
」

の

例
外

　

　
・
一

二

点
の

外
側
に

四

個
以

ヒ

の

返

り

点
を

用
ゐ

ね

ば

な

ら

ず
、

上

中
下
点

　

　

　
で

は

不

足

を

来
た

す
場
合、

＝
一
点
の

外
側
に
、

た

だ

ち

に

甲
乙

点
を

掛

　

　

　
け

て

差
し

支
へ

な
い

。

E
　
諸
注
意

　
（
1

）

　
連

読
符
号

　

　
・
「

熟
語
に

連

読
符
号
を

付
け
る
」

と

強
調
し

な

い

こ

と
。

実
体
は

「

熟
語

　

　

　
切

断
防

止

符
号
」

。

　

　
・

通

常
、

連
読
符
号
は

返

り

点
と

同
居
す

る
。

た

だ

し、

次
の

や

う

な

例
外

　

　

　
も

あ

る
。

　

　

　
奴
コ

僕
−

視
之一
　
　
（

之

を

奴
僕
視
す
）

　
（

2
）

　
複
合
返

り

点

　

　
・

次
の

四

種
の

み
。

こ

れ

以
外
の

複
合
返

り

点
は

存
在
し

な
い

。

　

　

　
一
レ

点

上

レ

点

甲
レ

点

　
天
レ

点

　

　
・

た

と
へ

ば、

一

レ

点
と

い

ふ

特
殊
な

機
能
を

持
つ

複
合
返

り

点
が

存
在
す

　

　

　
る

わ

け
で

は

な

い
。

レ

点
を

付
け、

一

点
を

も

付
け

た

結
果、

た

ま

た

ま

　

　

　
レ

点
と
一

点
が

同
位
置
に

存
在
し

て、

一

レ

点
と

な

る
。

　
（

3
）

　

再
読
文
字

　

　
・

初
読
（

右
側
の

読
み
）

は、

返
り

点

と

は

無
関

係
。

　

　
・

再
読
（

左

側
の

読
み
）

は、

返
り

点

に

従
つ

て

読
む

。
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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
四

号

　．一
〇
〇

六

年

　

右

が、

現
行
返
り

点
法
に

則
り、

正

し

く

返

り

点
を

打
つ

た

め

の

要

領
だ。

　

た

だ

し、

最
後
に
、

大
い

な

る

質

問
に

答
へ

て

お

か

ね

ば

な

る

ま
い
。

そ

れ

は、

か

う

し

た

返
り

点
を

打
つ

た

め

の

要

領
は、

ど

の

や

う
な

書
物
に

載
つ

て

ゐ

る
の

か、

と

の

質
問
で

あ

る
。

い

く
つ

か

耳
に

し

た

記
憶
は

あ

る

が
、

右
の

や

う
に
一

括
し

た

形

式
で

目

に

し

た

記
憶
は

な
い
、

と。

　

た

し
か

に、

こ

れ

は

も
つ

と

も

な

質
問
で
、

実
の

と
こ

ろ、

私
も

本
稿
の

や

う

な

内
容
を

す
べ

て
一

括
し

て

扱
つ

た

参
考
書
は

見

た

記
憶
が

な

い
。

だ

か

ら
こ

そ
、

こ

こ

で

か

う

し

て

拙
文

を

綴
つ

た

わ

け
で

あ

る
。

漢
文
関

係
の

参
考
書
は、

返

り

点
に

つ

い

て

記
述
を

体
系

化
し

よ

う
と

す
る

傾
向
が

弱
く

、

返

り

点
の

誤
用

例
に

つ

い

て

も
、

な
ぜ

誤

り

な
の

か

の

説
明
が

粗
つ

ぽ

い
。

　

僭
越
な

が

ら、

私

が

懸
念
す
る

の

は
、

高
校
や

大
学
の

教
室
で

も、

や

は

り

粗
つ

ぽ

い

説
明
が

多
い

の

で

は

な

い

か

と

い

ふ

こ

と

だ。

本
稿
の

冒
頭
で

述
べ

た

ご

と

く、

特
に

こ

こ

数
年、

返

り

点
の．
要
領
の

習
得
率
が

顕
著
に

低
下
し
て

ゐ

る
。

た

と
へ

ば、

い

く
た

び

と

な

く
レ

点
に

関
す
る

厳
格
な

規
定
を

説
明
し
て

も
、

ろ

く

に

徹
底
せ

ず、

連
続
し

た
二

字
を

転
倒
さ

せ

る

以

外
の

場
面

で

も

平
気
で

レ

点
を

打
ち

、

ま

た

連
続

し

た
二

字
を

転
倒
さ

せ

る

場
面

で

も
レ

点
以

外
の

返

り

点
を

の

ほ

ほ

ん

と

打
つ

。

少

な

く

と

も

高
校
で、

レ

点
の

打
ち

方
さ

へ

き

ち

ん

と

指
導
し

て

ゐ

な
い

の

で

は

な
い

か

と

危
惧
す
る

の

で

あ

る
。

　

む

ろ

ん、

こ

れ

は

自
ら

を

棚
に

上

げ

て

の

言

で

は

な

く、

お

そ

ら

く

私
自
身
も

怠

慢
組
の
一

員
た

る

を

免
れ

ま

い
。

そ

の

証
拠
に
、

予

備
校
の

教
壇
に

立

つ

て

ゐ

た
こ

ろ

を

も

含
め、

漢
文

に

つ

い

て

は

優
に

二

十
年
を

越

え

る

教
歴

を

持
ち

な

が

ら、

今

ご

ろ

本
稿
の

ご

と

き

拙
文

を

綴
つ

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

こ

れ

ま

で

ど

の

や

う

に

返
り

点
を

指
導
し

て

き

た

か

と

言
へ

ば
、

原
則
め

か

し

た

説
明、

規
定

ら

し

き

も

の

を

ち

ら

つ

か

せ

た

思

は

せ

ぶ

り

な

解
説
に

終
始
し、

誤
用

例
に

つ

い

て

も

場
当

た

り

の

説

明
で

す

ま

せ
、

原
則
や

規

定
を

体
系
化
し

た

解
説
は

行
つ

て

こ

な

か

つ

た
。

「

か

う

22

い

ふ

返

り

点

は

見
た
こ

と

が

あ

り

ま

せ

ん
L

「

返

り

点

の

習
慣
と

し

て
、

さ

う

は

打

た

な

い

こ

と

に

な
つ

て

ゐ

る
」

な

ど、

何
が

根
拠
な
の

か

自
ら

も

整
理

が

行
き

届
か

ぬ

ま

ま、

ま
つ

た

く

不

明
朗
な

指
導
ば

か

り

し

て

ゐ

た

の

で

あ

る
。

　

本
稿
の

冒
頭
で

述
べ

た

や

う

に、

昨
夏、

某
大

学
通

信
教
育
部
の

夏
期
ス

ク

ー

リ

ン

グ

で

教
壇
に

立

つ

た

が
、

そ

の

と

き
は

か

な

り

体
系
化
し

た

説
明
を

試
み

た
。

し

か

し、

実
際
に

は

趣
旨
が

今
一

つ

徹
底
せ

ず、

体
系

化
さ

れ

た

解
説
に

基

づ

い

て

多

少
の

練
習
を

経
な

け

れ

ば
、

な

か

な

か

返

り

点
の

要
領
は

身
に

着
か

ぬ

も

の

と

感
じ

た

次
第
で

あ

る
。

　

本
稿
は、

こ

れ

ま

で

の

罪
滅
ぼ

し

と

と

も

に、

さ

う

し

た

練
習

の
一

端
を

も

加
へ

て

み

た

性
質
の

も

の

で

あ

る
、

体
系
化
さ

れ

て

ゐ

な
い

ば

ら

ば

ら

の

要
領

を

ち

び

ち

び

小

出
し

に

す

る

や

う

な

指
導
は、

も

は

や
お

払
ひ

箱
に

せ

ね

ば

な

る

ま

い
。

　

現
今

、

日

本
の

漢
文
教
育
は

衰

退
の
一

途
を

た

ど
つ

て

ゐ

る
。

し

か

し
、

誤
解
の

な

い

や

う

断
つ

て

お

く
が
、

漢
文

そ

の

も

の

が

価
値
を

減
じ

た

わ

け

で

は

な

く、

漢

文
訓

読
が

唾

棄
す
べ

き

方

法
だ

と

判
明
し

た

わ

け

で

も

な
い
。

漢
文
訓
読
の

指
導
法

が

余
り

に

杜
撰
な
の

だ
。

私
を

も

含

め
、

ひ

と

へ

に

関
係
者
の

知

的
怠
慢
こ

そ

が

根

本
的
な

原
因
な

の

で

あ

る
。

返

り

点
に

せ

よ、

送
り

仮
名
に

せ

よ
、

す
べ

て

知

識
の

体
系
化
を

指
向
し

つ

つ

指
導
し

た
い

も

の

だ
。

何
と

ぞ

関
係
各
位
の

御
協
力
を

お

願

ひ

し

た

い
。

注
（
1）

　
「

返

り

点

を

つ

か

む

ー
先

達
が

古

典

に

対
し

て

発

揮
し

た

知
恵
」 。

明
星
大

学
青

梅
校

艮

本
文

化

　

学
部
共
同
研
究
論
集
・
第
五

輯
『

古

典

と

先

達
』

（［
編
集
責
任
者］

小
堀
桂
一
郎、

明
星

大

学
日

本

　

文

化

学
部、

平
成
十
四

年）

所
収。

（
2

）

　
二

畳

庵
主

人

『

漢
文

法

基

礎
」

〔
増
進
会

出
版

社、

昭

和
五

十
二

年
／

新
副
版

第
三

刷
卍

昭

和
六

　

十

三

年）
は、

惜
し

い

こ

と

に、

現
在、

絶

版
に

な
つ

て

し

ま
つ

た。

高
校
生
用
の

漢
文
参

考
書
と

　

し

て

は

程
度

が・
咼

す
ぎ

る

か

と

思
は
れ

る

ほ

ど

高

度

な

内
容
が

多
く、

今
な

ほ

参
考
に

値
す

る
。

ち

　

な

み

に、
二

畳

庵

主

人

の

正

体
は、

蓄
き

口
の

加
地

伸

行
氏
で

あ

る

と

仄
聞
す
る．
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（
3）
　
「

有
楚
人

夫

於
此
」

を

伝
統

的
に

、．
此
に

楚
の

大

夫
有
り

」

と

訓

読
し
て
ゐ

る

こ

と

に

つ

い

て、

　

奇
異
な

印

象
を

抱
く

向

き

も

少
な
く

な
い

だ

ら

う。
「

楚
の

大

夫

此

に

有
り」
と

訓

読
し

さ

へ
す．
れ

　

　
ば、

返
り

点
に

関
す

る

煩
は

し

さ

は

防
げ
る

か

ら

で

あ
る。

し
か

し、

漢

文
訓

読

は

返

り

点
の

便
宜

　

　
の

た

め

に

行

は
れ

て

ゐ

た

わ

け
で

は

な

い。

本
誌
第
五

〜
七

号
の

拙
稿
で

論
じ

た

や

う
に、

そ

の

実

　

体
は
｝
種

の

記
憶
術
で

あ

つ

た
。

「

有
楚
大

夫
於
此
」

を

コ

こ

こ

に

ソ

の

タ

イ

フ

あ

り」
と

訓

読
し

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　ノ　　　　　　　　　
ノ

　

　
て

き

た

の

は、
「

ソ

の

タ

イ

フ

こ

こ

に

あ

り
」

と

訓

読
し

て

暗
誦

す
る

と、

原
文
が

「

楚
大

夫

在

　

　
　き

　

　〆
此一
と

再
生

さ

れ

て

し

ま

ふ

危

険
が

大

き

い

た

め、

そ
れ

を

避
け

た

か

ら

で

あ

ら

う。
む

ろ

ん、

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
み
　

リ
　　　ド

　

　「．
こ

こ

に

ソ

の

タ

イ
フ

あ

り
」

と
訓
読
し

て

記
憶
し

て

も、

原
文
が

　．
此
有
「
楚
大

夫一
」

と

再
生

さ

　

　
れ
て

し

ま

ふ

危
険
は

あ

る

が、
「

楚

大

夫
在
此
」

に

比
べ

れ

ば、
「

此

有

楚

大

夫
」

の

は

う
が

は

る

か

　

　
に

「

有
楚
大

夫

於
此一
に

近

い

と

言
へ

る

だ

ら

う。

原
文
が

「

此

有

…

…」
か

−

有
…

…

於
此
」

か

　

　
は、

視
覚．
記

憶
に

よ
つ

て

脳
裡
に

定
着
さ

せ

る

わ

け

で

あ
る。

（
4）
　
注
（
1
）
所
掲

拙

稿

二

七

頁。

〔
5）
　
注
（
1）
所

掲
拙

稿

二

二

〜

＝
．…一、

貞。
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返

り

点
を
正

し

く

打
つ

た

め

に

古

田

島
洋
介


